
中
世
後
期
ケ
ル
ン
に
お
け
る
都
市
と
教
会
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一
市
参
事
会
に
よ
る
教
会
政
策
の
分
析
を
中
心
に
一

森

谷

美

幸

門
要
約
】
　
宗
教
改
革
以
前
の
蒔
期
に
お
い
て
都
市
・
市
民
と
教
会
・
聖
職
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
都
市
ケ
ル
ン
を
例
に
、
特
に
都
市
当
局

た
る
市
参
事
会
が
、
教
会
と
聖
職
者
を
い
か
に
し
て
自
ら
の
支
配
下
に
概
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
両
者
の
関
係
の
変
化

の
過
程
を
追
っ
た
。

　
ケ
ル
ン
内
の
教
会
施
設
は
関
税
な
ど
の
免
税
特
権
を
活
用
し
、
営
利
二
品
に
ワ
イ
ン
業
や
穀
物
販
売
な
ど
の
経
済
活
動
を
極
め
て
精
力
的
に
行
な
っ
て

い
た
。
参
事
会
は
こ
れ
ら
の
活
動
に
規
制
を
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
教
会
側
は
大
司
教
の
後
ろ
盾
も
あ
り
、
規
制
は
進
ま
な
か
っ
た
。
規
鋼
が
進
ま
な
か

っ
た
原
因
と
し
て
、
民
衆
信
仰
の
高
揚
と
終
末
思
想
の
広
が
り
に
よ
り
、
市
民
が
自
身
の
叢
雨
の
為
に
教
会
施
設
に
対
し
寄
進
を
盛
ん
に
行
な
っ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
市
参
事
会
は
市
の
統
治
組
織
と
し
て
成
長
し
、
逆
に
一
五
二
五
年
に
参
事
会
と
ケ
ル
ン
大
司
教
と
の
闘

で
協
約
が
結
ば
れ
、
聖
職
者
免
税
特
権
を
排
す
る
こ
と
に
よ
り
参
事
会
は
規
鋼
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
協
約
は
市
民
の
反
聖
職
者
感
情
を
和
ら
げ
る
効
果

を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
協
約
は
、
協
約
締
結
直
後
に
発
生
し
た
農
民
載
争
に
影
響
を
受
け
た
教
会
改
革
を
求
め
る
市
民
騒
擾
の
失
敗
を
導
く

一
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
二
巻
三
号
　
一
九
九
九
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
都
市
に
お
い
て
、

　
　
①

聖
職
者
は
布
内
に
居
住
し
な
が
ら
聖
職
者
は
法
的
に
は
市
民
権
を
所
持
せ
ず
、

市
民
共
同
体
と
は
別
種
の
団
体
を
形

作
っ
て
い
た
。
商
工
業
を
生
業
と
す
る
世
俗
の
都
市
罠
と
、
祈
り
を
専
門
と
し
布
民
で
あ
っ
て
市
民
で
は
な
い
聖
職
者
は
い
か
な
る
関
係
の
も
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と
に
都
市
生
活
の
中
で
共
存
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
都
市
に
お
け
る
市
民
と
教
会
の
関
係
は
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
多
岐
に
渡
っ
て
内
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
の
宗
教
改
革
期
と
比
較
す
る
と
本
格
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
の
は
比
較
的
遅
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
こ
と
は
都
市
共
同
体
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
典
型
例
と
し
て
様
々
な
形
で
研
究
さ
れ
て
き
た
ケ
ル
ン
に
も
妥
当
す
る
。
ケ
ル
ン
は
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

盛
期
に
は
斜
掛
五
万
に
迫
る
ド
イ
ツ
随
一
の
大
商
工
業
都
市
で
、
都
市
内
に
存
在
す
る
教
会
施
設
の
多
さ
か
ら
「
聖
な
る
ケ
ル
ン
」
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
宗
教
改
革
運
動
の
影
響
を
受
け
た
後
も
、
依
然
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
に
留
ま
っ
た
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ケ
ル
ン
に
お

い
て
も
比
較
的
激
し
い
市
当
局
対
教
会
施
設
と
い
う
対
抗
関
係
は
存
在
し
た
。
参
事
会
は
中
世
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
参
事
会
令
と
い
う
形

で
教
会
の
活
動
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
活
動
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
本
来
教
会
の
活
動
領
域
に
存
在
し
な
い
営
利
を
目
的
と
し
た
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

済
活
動
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ン
の
都
市
と
教
会
に
関
し
初
め
て
本
格
的
に
論
考
し
た
の
は
ヨ
ハ
ー
ク
で
あ
る
。
彼
女
は
一
三
五
〇
年
か
ら
一
四
五

〇
年
ま
で
の
期
間
に
ケ
ル
ン
に
存
在
し
た
教
会
施
設
や
市
民
へ
の
宗
教
活
動
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
研
究
対
象
の
時
期
を
こ
の
一
〇
〇

年
間
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
後
に
ケ
ル
ン
市
民
と
聖
職
者
の
最
大
の
争
い
の
種
と
な
る
教
会
の
営
利
活
動
の
状
況
に
関
し
て
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
ん
ど
雷
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
欠
陥
を
補
完
す
る
意
味
で
も
重
要
に
な
る
の
は
ゲ
ヒ
タ
ー
の
著
作
で
あ
る
。
彼
女
は
｝
五
世
紀
か
ら
一
七

世
紀
ま
で
と
い
う
広
範
な
期
間
に
教
会
の
経
済
活
動
を
巡
っ
て
発
生
し
た
市
民
と
聖
職
者
の
紛
争
と
都
市
当
局
に
よ
る
規
制
に
焦
点
を
当
て
、

個
々
の
教
会
施
設
の
分
析
に
留
ま
ら
ず
ケ
ル
ン
教
会
全
体
の
問
題
と
し
て
粗
方
の
関
係
を
考
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
聖
職
者
が
経
済
市
場
に
お

い
て
い
か
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
を
都
市
当
局
は
い
か
に
規
制
を
実
行
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
彼
女
の

著
作
は
イ
ル
ジ
ー
グ
ラ
ー
に
代
表
さ
れ
る
都
市
経
済
史
家
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
彼
女
も
導
入
部
分
で
自
分
の
仕
事
は
純
粋
に
経
済
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
た
め
、
取
引
量
や
金
額
な
ど
の
数
量
計
算
を
折
り
込
み
事
件
経
過
を
辿
る
の
に
終
始
し
て
お
り
、
経
済

紛
争
の
裏
に
あ
る
市
民
の
教
会
に
対
す
る
信
仰
心
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
彼
女
の
著
作
は
史
料
を
調
査
し
た

も
の
と
し
て
の
使
用
価
値
は
高
い
が
、
そ
れ
以
上
の
論
究
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
従
っ
て
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
都
市
と
教
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
経
済
問
題
と
し
て
だ
け
に
限
定
せ
ず
に
、
関
係
の
変
化
に
あ
る
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背
景
を
探
り
な
が
ら
も
っ
と
複
合
的
な
要
素
を
備
え
た
問
題
と
し
て
都
市
社
会
史
の
枠
組
に
お
い
て
新
た
に
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
旦
ハ
体
的

に
挙
げ
る
と
聖
職
者
へ
の
長
話
策
を
推
進
す
る
都
市
当
局
の
地
位
の
変
化
で
あ
る
。
中
世
後
期
は
都
市
参
事
会
を
中
心
と
し
た
統
治
機
構
が

「
ツ
ン
フ
ト
革
命
」
を
経
て
廟
治
支
配
を
徐
々
に
確
立
し
て
ゆ
く
時
期
で
あ
り
、
ま
た
市
内
の
聖
職
者
団
体
を
市
当
局
の
支
配
下
に
組
み
入
れ

て
ゆ
く
過
程
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
数
度
の
市
罠
騒
擾
の
末
、
参
事
会
は
次
第
に
都
市
統
治
機
構
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ

る
時
期
に
、
教
会
政
策
に
関
わ
る
参
事
会
令
が
急
増
し
て
い
っ
た
。

　
そ
し
て
も
う
　
つ
問
題
に
な
る
の
は
市
民
の
信
仰
心
に
関
し
て
で
あ
る
。
中
世
末
期
と
い
う
信
仰
の
市
民
化
、
深
化
と
救
霊
へ
の
志
向
の
時

代
に
、
教
会
へ
の
規
制
と
い
う
概
念
と
い
う
相
対
す
る
位
置
に
あ
る
教
会
に
対
す
る
信
仰
心
は
い
か
な
る
表
出
が
み
ら
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ

れ
は
規
制
の
実
行
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
の
目
的
は
都
市
ケ
ル
ン
に
お
い
て
世
俗
の
顧
た
る
都
市
当
局
が
そ
の
制
度
・
組
織
を
発
展
さ
せ
、
市
内
の
教
会
に
対
し
い
か
な
る
対
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
講
じ
、
そ
れ
が
市
民
の
信
仰
心
の
深
化
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
都
市
当
局
の
参
事
会
権
力
の
強
化
と
そ

れ
に
伴
う
教
会
政
策
が
顕
在
化
し
て
き
た
一
五
世
紀
か
ら
、
一
六
世
紀
初
期
、
一
五
二
五
年
の
都
市
と
聖
職
者
の
協
約
ま
で
の
期
間
を
扱
い
た

い
。
必
然
的
に
宗
教
改
革
期
に
言
及
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
ケ
ル
ン
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
詳
し
く
論
究
す
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
越
え

て
い
る
。
し
か
し
中
世
後
期
の
市
畏
と
聖
職
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
後
の
改
革
運
動
の
進
行
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
上
で
有

益
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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①
本
来
聖
職
者
と
い
う
用
語
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
僧
職
に
就
い
て
い
て
、
教
会
か

　
ら
正
式
に
認
可
を
受
け
て
い
る
者
の
こ
と
を
指
す
の
だ
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
修

　
道
女
、
ベ
ギ
ン
な
ど
認
可
を
受
け
て
い
な
く
と
も
一
般
に
型
職
者
の
よ
う
な
生
活

　
形
態
を
取
っ
て
い
た
者
を
　
括
し
て
「
聖
職
者
縣
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
ま

　
た
「
教
会
施
設
」
の
中
に
ベ
ギ
ン
館
、
女
子
律
修
修
道
会
、
施
療
院
も
含
め
て
扱

　
う
。

②
都
市
と
教
会
に
関
し
初
め
て
諸
問
題
を
提
起
し
た
の
は
、
函
．
牢
α
臣
。
ダ
韓
苧

　
ら
隷
§
蝦
蟹
ミ
ミ
§
註
防
寒
、
誉
二
部
N
へ
筆
路
§
帖
ミ
藁
§
ミ
鷺
き
一
員
N
．
縣
．
ω
p
三
α
Q
麸
－

　
ω
薮
9
⇔
α
q
h
カ
Φ
o
ぎ
ω
σ
q
Φ
ω
0
7
’
評
言
。
臥
ω
げ
》
び
け
こ
ト
。
卜
。
巳
ω
ω
甲
ω
」
。
。
o
。
山
。
。
メ
で
あ

　
る
。

③
多
く
の
都
市
に
お
い
て
様
々
な
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
代
表
的

　
な
も
の
の
み
を
挙
げ
る
。
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
は
、
幻
．
丙
置
ω
。
。
甥
踵
α
Q
”
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b
u
暁
奮
、
N
蹄
註
9
給
葬
9
息
N
§
眠
器
滞
貯
§
蝕
嘆
9
碍
ミ
魯
魁
鄭
ミ
ミ
口
口
§
〉

　
導
寒
寒
礒
．
範
謡
セ
d
ミ
鳶
頓
醸
馬
、
い
ミ
ミ
ミ
§
織
嘗
Q
譜
、
o
簿
、
誉
N
爵
簿
§
肉
§
詳
ミ
ミ

　
済
¢
σ
q
の
び
母
α
q
巳
潔
．
マ
イ
ン
ツ
、
U
9
∪
Φ
ヨ
磐
焦
ρ
恥
ミ
ミ
書
、
議
暮
ミ
一
国
ミ
駄
象
昏

　
》
ミ
浜
端
§
憩
§
ミ
ミ
寒
ミ
q
§
O
§
ミ
蔦
蒙
ミ
§
蹴
b
む
喧
ぢ
急
曇
叫
隷
さ
馬
、
霞

　
（
N
卜
点
鎌
§
．
）
■
≦
δ
ω
ぴ
薮
①
鄭
一
〇
刈
N
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
≦
・
ω
賃
ゲ
訓
b
貯
卜
蔦
趣
象
専
、

　
さ
§
隷
§
ミ
譜
貯
ミ
〉
き
鳶
蕎
、
誉
磐
ミ
頓
§
斎
き
、
寄
き
ミ
琳
、
§
N
ミ
恥
ミ
ミ
■
察
巴

　
H
O
ω
Q
。
咀
ウ
ル
ム
、
O
．
O
Φ
圃
α
q
Φ
戸
b
出
身
鴨
苛
謎
封
ミ
q
N
ミ
§
、
譜
、
沁
さ
ミ
ミ
翫
§
．

　
（
閃
。
冨
。
げ
．
N
．
O
Φ
ω
o
江
。
聞
Φ
恥
．
ω
雷
象
ζ
ざ
》
ゆ
臼
ご
ソ
d
ぎ
一
⑩
刈
ピ
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ

　
ル
ク
、
囚
■
↓
旨
島
ぎ
σ
q
霞
甲
吻
ミ
ミ
§
栽
肉
馬
鳶
漕
帖
ミ
ミ
蹄
謄
ミ
N
鷺
濃
州
隷
嵩
§
～
護
ひ
ミ
吋

　
（
ω
冨
§
騨
Φ
琶
瞥
①
；
’
ざ
箒
客
臣
N
Φ
貫
b
d
仙
」
）
．
い
ε
湾
σ
q
麟
暮
お
刈
G
。
9
最
近
の
包
括

　
的
な
研
究
と
し
て
は
、
国
．
圏
し
。
Φ
コ
旨
き
P
b
轟
轟
N
§
ら
隷
砺
ミ
ミ
賊
ミ
憩
ミ
ミ
曲
譜
ミ
縫
3

　
ω
嘗
樽
乳
下
芦
一
〇
〇
。
。
。
の
中
で
”
都
市
と
教
会
”
と
い
う
章
を
設
け
、
現
在
ま
で
の

　
研
究
成
果
を
簡
略
に
ま
と
め
て
い
る
。

④
一
五
世
紀
半
ば
の
時
点
で
、
約
九
〇
の
教
会
、
礼
揮
堂
、
修
道
院
、
約
一
五
〇

　
の
ベ
ギ
ン
館
、
三
五
の
施
療
院
、
巡
礼
宿
泊
所
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑤
国
晶
。
訂
σ
q
“
b
融
b
σ
a
簿
§
題
、
寝
鑓
鋳
簿
§
ミ
鴨
こ
窃
§
蹴
ヒ
u
織
寒
、
慧
愚
§
遵
ミ

　
麺
§
§
§
麗
8
§
議
ら
。
8
（
幻
ぽ
巨
ω
翁
霧
＞
8
ぼ
く
δ
ω
ソ
し
d
。
醒
一
Φ
刈
メ
ま
た
、

　
こ
の
著
作
を
基
に
林
耳
当
が
「
中
趾
都
市
ケ
ル
ン
に
お
け
る
都
市
・
市
民
と
教

　
会
・
聖
職
者
」
明
阪
大
法
学
隔
四
三
－
二
、
三
一
九
九
三
年
と
い
う
論
考
を
書
い

　
て
い
る
。

⑥
護
．
Q
Φ
。
鐸
①
び
囚
ぎ
冨
賃
邑
奪
、
§
帖
昌
譜
こ
ミ
ミ
ミ
ミ
寒
§
蓑
、
§
詠
暮
§

　
魯
ミ
ミ
ミ
偽
N
ミ
§
¢
≦
一
乾
び
⇔
匹
窪
一
⑩
。
。
し
。
咀
こ
の
著
作
も
林
毅
氏
が
門
中
世
都
市
ケ
ル

　
ン
に
お
け
る
教
会
の
経
済
活
動
に
対
す
る
規
綱
」
開
阪
大
法
学
』
四
一
…
四
　
一

　
九
九
二
年
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

⑦
O
Φ
。
馨
①
『
い
p
四
．
ρ
田
8
ぎ
自
動
窓
⑦
コ
。
・
三
ψ
ド

⑧
参
事
会
令
を
含
む
参
事
会
記
録
集
と
し
て
≦
．
ω
鼠
P
恕
§
N
ミ
Q
§
瀞
㍉
q
ミ
町

　
寒
、
專
鍵
ミ
唄
§
職
冬
、
§
N
ミ
、
お
譜
、
恥
ミ
ミ
漆
§
§
一
霞
ミ
ミ
一
伊
§
浮
撃

　
》
§
譜
眞
し
づ
恥
」
切
自
P
一
c
g
⑩
ω
．
切
卑
卜
〇
一
Q
o
霧
．
と
、
ζ
■
国
璽
ω
蒼
ρ
U
冨
幻
讐
。
。
・

　
昆
馨
膏
♂
¢
巳
①
お
き
N
Φ
昌
自
Φ
写
Φ
島
Φ
笹
寡
σ
q
じ
d
山
推
し
ω
卜
⊃
O
山
罐
。
■
6
り
ρ

　
を
主
に
用
い
る
。

第
一
章
　
参
事
会
に
よ
る
教
会
の
経
済
活
動
に
対
す
る
政
策

　
ワ
イ
ン
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ケ
ル
ン
の
多
く
の
教
会
施
設
は
ケ
ル
ン
市
内
外
に
果
樹
園
を
持
ち
、
葡
萄
栽
培
に
携
わ
り
ワ
イ
ン
を
生
産
し
て
い
た
が
、
＝
二
世
紀
に
入
る

と
、
教
会
施
設
は
余
剰
の
ワ
イ
ン
を
ケ
ル
ン
市
内
に
搬
入
し
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
内
で
ワ
イ
ン
を
小
売
り
す
る
、
つ
ま
り
酒
場
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

課
す
る
に
は
ギ
ル
ド
へ
の
登
録
と
小
売
り
の
た
め
の
税
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
教
会
に
は
ギ
ル
ド
に
関
連
す
る
義
務
は
課
せ

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
商
人
層
か
ら
教
会
の
ワ
イ
ン
業
に
規
制
を
求
め
る
声
が
頻
出
し
出
す
。
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表①　世俗のワイン輪入鑓の推移（1461－1476）

（フーデル）

12000

9000

6000

3000

1476
o

　　　　1461（年）

1〈nipping，　stadtrechnungen，　Bd　1，　S． 123－125よりイ乍I」ft

　
最
初
の
紛
争
の
記
録
は
＝
一
五
八
年
の
大
仲
裁
裁
定
に
現

れ
る
。
大
司
教
側
は
訴
え
の
第
二
九
項
に
お
い
て
、
市
の
指

導
者
達
が
教
会
所
領
に
侵
入
し
ワ
イ
ン
の
器
を
壊
し
て
中
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
溢
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
。
市
側
は
対
抗
し
て
第
～
二

項
に
お
い
て
大
司
教
が
修
道
院
と
そ
の
所
領
内
に
ワ
イ
ン
を

売
る
た
め
の
酒
場
が
創
ら
れ
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
を
非

　
　
　
④

難
し
た
が
、
裁
定
で
は
大
司
教
側
の
言
い
分
の
み
取
り
上
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

事
実
上
教
会
側
の
勝
利
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃
は

ま
だ
参
事
会
が
不
安
定
で
大
司
教
と
の
争
い
の
最
中
に
あ
り
、

市
内
の
教
会
に
対
し
て
強
硬
な
政
策
を
取
れ
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
後
ギ
ル
ド
側
の
反
発
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
、
＝
三
七
年
に
自
分
の
所
領
内
で
生
産
さ
れ
た
ワ
イ
ン

に
限
り
小
売
り
を
認
め
ら
れ
る
と
す
る
教
会
側
の
自
粛
協
定

　
　
　
　
　
⑥

が
成
立
す
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
や
ら
守
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し

い
。
＝
一
　
六
八
年
、
ケ
ル
ン
市
は
初
め
て
ワ
イ
ン
の
搬
入
関
税
の
徴
収
を
目
論
み
、
教
会
内
に
侵
入
し
て
ワ
イ
ン
を
押
収
す
る
と
い
う
事
件
が

　
　
　
　
⑦

起
こ
っ
た
が
、
こ
れ
も
結
局
＝
二
七
〇
年
こ
の
関
税
の
無
効
を
確
認
す
る
こ
と
で
教
会
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
ゲ
ヒ
タ
ー
は
こ
れ
に
関
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

当
時
織
布
工
蜂
起
の
時
期
に
あ
た
り
、
都
市
貴
族
に
よ
る
参
事
会
が
弱
体
化
し
て
い
た
こ
と
に
原
因
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
う
な
る
と
織
布
工

支
配
期
の
；
一
七
一
年
に
ワ
イ
ン
の
輸
入
関
税
が
新
た
に
導
入
さ
れ
、
一
三
九
〇
年
か
ら
恒
常
的
収
入
源
と
な
っ
た
説
明
が
つ
か
な
い
。
ワ
イ

ン
業
に
対
す
る
規
制
は
都
市
貴
族
中
心
の
市
参
事
会
よ
り
も
、
商
工
業
で
力
を
つ
け
て
き
た
中
層
市
民
層
の
圧
力
が
強
ま
っ
た
結
果
で
は
な
い
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の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
輸
入
関
税
は
教
会
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
に
自
家
消
費
以
上
の
搬
入
に
関
し
て
は
教
会
施
設
も
負
荷
を
支
払
わ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
そ
し
て
＝
一
天
七
年
、
遂
に
参
事
会
は
大
司
教
を
介
さ
ず
に
市
内
の
聖
職
者
と
、
聖
職
者
が
自
身
の
所
領
内
で
生
産
さ
れ
る
ワ
イ
ン
の
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
販
売
を
許
さ
れ
所
領
風
な
ら
小
売
り
を
許
可
さ
れ
る
と
す
る
協
約
を
結
ぶ
。
し
か
し
他
で
生
産
さ
れ
た
ワ
イ
ン
を
混
ぜ
る
な
ど
不
正
が
行
な

　
　
　
　
⑩

わ
れ
た
た
め
、
参
事
会
は
悪
質
な
ワ
イ
ン
酒
場
に
つ
い
て
大
司
教
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
苦
情
を
述
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
五
世
紀
に
も
参
事
会

は
規
制
を
強
め
る
が
、
な
か
な
か
効
果
は
上
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ノ
イ
ス
の
戦
闘
後
、
都
市
当
局
は
ワ
イ
ン
消
費
税
を
引
き
上
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

措
置
を
取
っ
た
が
、
輸
入
関
税
は
低
率
で
留
ま
っ
た
た
め
当
時
の
参
事
会
に
対
す
る
ツ
ン
フ
ト
革
命
の
主
原
因
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
ワ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即

表②　ワイン搬入税支払い額

（マルク！

25000

20000

15000

10000

5000

o
　　　1461（年）

Knipping，　Bd　1，　S．123－125よりイ乍成

を
教
会
内
の
蔵
に
貯
蔵
し
て
い
る
聖
職
者
へ
の

反
感
を
煽
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
五
一
九
年
、

新
参
事
会
は
教
会
の
ワ
イ
ン
業
の
悪
弊
慣
行
の

是
正
を
含
む
　
一
項
遇
の
要
求
を
教
会
側
に
提

出
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
九
項
目
を
追
加
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

教
会
側
は
こ
の
要
求
を
拒
否
し
た
。
　
一
五
二
〇

年
に
入
る
と
後
述
す
る
教
会
・
聖
職
者
に
対
し

て
の
暴
力
事
件
が
続
発
し
、
危
険
を
感
じ
た
教

会
は
紆
余
曲
折
の
末
、
一
五
二
五
年
に
遂
に
ワ

イ
ン
の
輸
入
関
税
を
筆
頭
に
、
今
ま
で
免
れ
て

き
た
諸
負
担
を
市
町
と
同
様
に
支
払
う
と
い
う

協
約
を
認
め
た
。
こ
れ
を
…
機
に
後
期
中
世
を
通
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表③　教会施設のワイン輪舞量の推移

（個数）

1600

1200

800

400

1476　　1461　（fff）

Knipping，　Bd．1，S．236ffよりイ乍成

る
こ
と
に
は
消
極
的
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
参
事
会
の
○
鐸
お
竃
騨
化
で
あ
る
。

紛
争
は
全
て
教
会
の
勝
利
に
終
わ
っ
て
い
る
。
教
会
の
後
ろ
盾
た
る
ケ
ル
ン
大
司
教
と
ま
だ
統
治
機
構
と
し
て
未
成
熟
で
あ
っ
た
市
当
局
が
激

し
い
対
立
関
係
に
あ
っ
た
う
ち
は
、
双
方
の
牽
制
も
あ
り
教
会
有
利
で
進
行
し
た
が
、
ツ
ン
フ
ト
闘
争
を
経
て
新
興
商
人
層
を
中
心
メ
ン
バ
ー

と
し
て
瓢
参
事
会
が
発
生
し
、
初
め
て
大
恩
教
を
介
さ
ず
市
内
の
教
会
と
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
、
後
に
は
命
令
と
い
う
形
で
命
令
を
下
す

よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
再
三
の
市
民
闘
争
の
後
、
強
固
な
支
配
体
制
を
確
立
し
た
参
事
会
は
、
聖
職
者
が
民
衆
か
ら
の
脅
威

に
怯
え
参
事
会
に
自
ら
の
保
護
を
求
め
て
き
た
時
点
で
完
全
に
教
会
に
対
し
優
位
性
を
獲
得
す
る
。
～
五
二
五
年
の
規
制
は
こ
れ
ら
の
問
題
の

根
本
的
な
解
決
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
長
く
免
税
特
権
を
享
受
し
、
不
正
な
営
業
を
拡
大
し
て
い
た
教
会
の
営
業
に
対
す
る
歯
止

じ
都
市
の
ワ
イ
ン
業
に
よ
る
全
収
入
一
〇
か
ら
二
〇
％
を
占
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
と
さ
れ
る
教
会
の
ワ
イ
ン
業
は
緩
や
か
に
後
退
し
て
ゆ
く
。

　
以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
、
重
要
な
点
を
ま
と
め
た
い
。
第
　
に
根

本
の
問
題
は
教
会
の
ワ
イ
ン
営
業
に
対
す
る
免
税
特
権
で
あ
る
。
し

か
し
参
事
会
は
一
貫
し
て
一
五
二
五
年
ま
で
強
制
的
に
税
を
市
民
同

様
に
徴
収
す
る
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ケ
ル
ン
の
徴
税
構

造
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
。
ケ
ル
ン
の
税
制
は
直
接
税
で
は
な
く
間

接
税
、
そ
れ
も
関
税
で
は
な
く
食
物
消
費
税
に
重
点
が
置
か
れ
る
と

い
う
特
殊
な
構
造
を
備
え
て
い
た
。
関
税
率
を
高
く
す
る
と
、
ケ
ル

ン
の
市
政
・
経
済
を
事
実
上
支
配
し
て
い
た
上
層
商
人
層
の
負
荷
に

な
る
た
め
、
積
極
的
な
導
入
が
躍
躇
わ
れ
た
。
聖
職
者
の
上
層
部
は

都
市
貴
族
層
と
深
く
繋
が
っ
て
い
た
の
で
教
会
の
営
業
に
税
を
科
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
の
市
と
教
会
の

50　（364）
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表④　ケルンの教会施設のワイン輸入（1461－1476）

施設 個数 オーム 樽

大司教と司教座聖堂参事会 3110 171 134

エーベルバッハ修道院 3060

聖アンドレアス緯修修道会（Stift） 1489 203 27

マリーエンガルテン女子修道院 884 78 56と1／2

大塗マルチィン修道院 586 9 14

聖アポステルン律修修道会 564 79 45

盗パンタレオン修道院 533 9 14

聖ゲレオン律修修道会 525 39とユ／2 48

カルトゥジオ会 480 15 ユ0

聖マリア・イン・カピトール女子律修修道会 441．5 26 18

聖ゲオルク律修修道会 436 46 31

聖ゼヴェリン律修修道会 404 23 11

聖手車リーナ（ドイツ騎士修道会） 312 13 5

アントニウス隠修士会 282 ユ3 48と1／2

聖クニベルト律修修道会 218 22 7と1／2

聖ウルスラ女子律修修道会 181 8 U
聖ツェツィリア女子律修修道会 47 1

聖ヨハン・コルドラ（聖ヨハネ騎士修道会） 44 3 2

ジオン修道院 37 1

聖クララ女子修道院 30 2

聖十字架騎士修道会 14

Knipping，　Bd　1，S．236ff．よりf乍成。

め
と
な
る
の
で
あ
る
。

ビ
ー
ル
・
穀
物
販
売
業

　
ビ
ー
ル
醸
造
と
販
売
も
教
会
が
手
広
く
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

っ
て
い
た
営
利
活
動
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
教
会
施
設
が
麦
芽
の
購
入
の
時
に
支
払
う
麦

芽
税
を
免
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら

は
世
俗
の
ビ
ー
ル
業
者
よ
り
安
く
醸
造
す
る
こ

と
が
出
来
た
た
煽
・
ビ
ー
ル
業
者
か
ら
の
不
満

が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
後
に

ビ
ー
ル
の
普
及
に
伴
い
帯
参
事
会
も
教
会
の

ビ
ー
ル
醸
造
に
何
ら
か
の
規
制
を
加
え
る
必
要

性
に
迫
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
手
始
め
は
～
四
世
紀
の
自
家
消
費
に
当
て
ら

れ
る
以
外
は
麦
芽
税
を
支
払
う
べ
し
と
い
う
規

　
　
⑰

制
で
あ
る
。
そ
の
後
一
四
五
九
年
に
は
、
参
事

会
は
各
教
会
施
設
に
＝
口
髭
の
麦
芽
を
割
り
当

て
、
そ
れ
以
上
の
麦
芽
の
購
入
に
は
税
を
徴
収

す
る
と
い
う
措
置
に
出
た
。
　
四
六
三
年
、
参
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事
会
は
ヴ
ェ
ル
ヘ
ア
修
道
院
に
対
し
、
割
り
当
て
量
の
遙
か
多
く
の
麦
芽
を
醸
造
し
て
い
る
と
し
て
こ
の
修
道
院
生
産
の
ビ
ー
ル
の
市
内
搬
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
禁
止
と
、
麦
芽
税
免
除
特
権
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
教
会
の
中
に
は
無
税
の
割
り
当
て
麦
芽
を
世
俗
の
ビ
ー
ル
業
者
に
転
売
す
る
も
の
ま
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
市
民
の
側
が
教
会
の
醸
造
所
に
麦
芽
を
持
っ
て
い
き
安
く
醸
造
さ
せ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
史
料
で
明
ら
か
に

な
る
。
～
四
九
四
年
、
参
事
会
は
数
箇
所
の
教
会
施
設
を
挙
げ
、
「
か
つ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
［
教
会
に
］
白
ビ
ー
ル
、
赤
ビ
ー
ル
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
か
な
る
市
民
（
男
女
）
も
醸
造
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
」
と
い
う
布
告
を
出
し
て
い
る
。
ノ
イ
ス
の
戦
闘
後
ビ
ー
ル
消
費
税
も
上
が
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
ビ
ー
ル
の
場
合
は
ワ
イ
ン
と
違
い
彼
ら
も
安
く
醸
造
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
安
い
麦
芽
が
買
え
る
こ
と
な
ど
恩
恵
に
与
る
こ
と

も
多
か
っ
た
の
で
、
聖
職
者
に
対
す
る
暴
行
事
件
の
主
原
因
に
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
参
事
会
に
と
っ
て
は
麦
芽
税

の
免
税
は
ビ
ー
ル
消
費
量
が
膨
ら
む
に
つ
れ
放
置
出
来
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
　
五
二
五
年
の
協
約
に
よ
っ
て
聖
職
者
は

ギ
ル
に
つ
い
て
も
市
民
と
同
様
の
幕
を
支
払
つ
旨
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
勧
・

　
ケ
ル
ン
の
教
会
は
穀
物
取
引
も
精
力
的
に
行
な
っ
て
い
た
。
ケ
ル
ン
で
は
市
内
で
製
粉
す
る
際
は
穀
物
消
費
税
を
科
さ
れ
て
い
た
。
税
率
は

＝
二
七
〇
1
七
四
年
の
間
は
一
マ
ル
テ
ル
に
つ
き
ニ
シ
リ
ン
グ
で
、
＝
二
七
六
－
一
四
七
四
年
の
間
は
六
シ
リ
ン
グ
か
ら
十
シ
リ
ン
グ
で
あ
っ

⑳た
。
聖
職
者
は
同
様
に
こ
の
負
荷
か
ら
も
免
れ
て
い
た
が
、
市
当
局
は
；
一
七
カ
年
に
個
々
の
教
会
施
設
に
対
し
麦
芽
と
同
じ
よ
う
に
穀
粒
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
定
量
の
割
り
当
て
を
行
い
、
そ
の
分
だ
け
は
免
税
と
す
る
命
令
を
出
し
、
そ
の
量
を
超
え
る
製
粉
は
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
一
部
の
教
会
施

設
の
中
に
は
、
こ
の
免
税
製
粉
量
の
割
り
当
て
を
悪
用
し
て
利
益
を
あ
げ
る
も
の
が
出
て
き
た
。
こ
の
悪
用
例
は
一
五
世
紀
後
半
の
教
会
の
免

税
措
置
悪
用
に
対
抗
す
る
参
事
会
令
の
中
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
参
事
会
は
、
教
会
が
自
家
消
費
に
翻
り
当
て
ら
れ
た
穀
粒
で
作
っ
た
パ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

世
俗
の
パ
ン
屋
に
売
っ
た
り
、
世
俗
の
パ
ン
屋
側
が
自
分
の
も
の
と
偽
っ
て
免
税
の
穀
粒
を
製
粉
さ
せ
て
い
る
と
抗
議
を
し
て
い
る
。
本
来
免

税
分
の
穀
粒
は
教
会
の
自
家
消
費
に
当
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
教
会
施
設
の
中
に
は
割
り
当
て
量
を
遙
か
に
超
え
大
規
模
な
製
粉
を
行

な
っ
て
い
た
所
も
あ
り
、
教
会
で
は
世
俗
の
パ
ン
屋
よ
り
安
い
コ
ス
ト
で
パ
ン
を
作
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
た
め
参
事
会
は
一
四
九
七
年
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
～
七
日
次
の
よ
う
な
決
議
を
発
令
し
た
。
全
て
の
教
会
施
設
、
壁
職
者
は
「
…
…
何
ら
か
の
穀
物
、
穀
粒
を
以
前
か
ら
免
税
で
あ
る
と
認
め
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ら
れ
て
い
た
［
量
］
以
外
に
製
粉
さ
せ
て
は
」
な
ら
ず
、
も
し
参
事
会
が
そ
れ
に
手
を
貸
し
た
場
合
は
、
一
袋
あ
る
い
は
　
マ
ル
テ
ル
ご
と
に

五
マ
ル
ク
の
罰
金
を
支
払
う
べ
し
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
か
ら
当
の
参
事
会
員
自
身
が
教
会
の
免
税
特
権
を
悪
用
し
て
利
益
を
あ
げ
て
い
た

者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
と
引
時
に
、
上
層
市
民
と
聖
職
者
の
緊
密
性
が
証
明
さ
れ
る
。
ノ
イ
ス
の
戦
闘
後
、
参
事
会
は
　
時
的
に
製
粉
税
を

徴
収
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
は
聖
職
者
側
の
強
い
拒
絶
に
あ
っ
て
頓
挫
し
て
い
る
。
…
五
世
紀
後
半
か
ら
、
製
粉
税
は
ワ
イ
ン
消
費
税
に
次

い
で
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
ゆ
き
、
市
当
局
は
こ
の
免
税
も
何
ら
か
の
形
で
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
始
め
た
。
従
っ
て
一
五
一

九
年
の
参
事
会
の
教
会
に
対
す
る
要
求
の
中
に
は
教
会
が
自
分
の
所
領
に
製
粉
所
を
設
け
る
こ
と
の
是
正
と
製
粉
税
免
税
特
権
濫
用
の
禁
止
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
後
に
教
会
所
領
内
の
製
粉
断
は
す
べ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
五
一
　
五
年
に
先
の
協
約
に
よ
り
聖
職
者
は
製

粉
税
も
市
民
と
同
様
に
支
払
う
よ
う
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

　
織
物
　
業

　
織
物
業
の
種
類
で
は
特
に
麻
織
物
、
絹
織
物
業
を
教
会
関
係
者
た
ち
が
営
ん
で
い
た
。
し
か
し
教
会
関
係
者
の
中
で
は
女
子
修
道
院
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
修
道
女
と
、
ベ
ギ
ン
の
み
が
そ
の
生
産
に
携
わ
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ベ
ギ
ン
の
営
業
は
、
都
市
の
手
工
業
ツ
ン
フ

ト
と
の
、
都
市
当
局
を
巻
き
込
ん
だ
激
烈
な
闘
争
を
発
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
ケ
ル
ン
は
ド
イ
ツ
で
一
番
古
い
ベ
ギ
ン
と
ベ
ギ
ン
館
の
記
録
が
証
明
さ
れ
る
都
市
で
あ
り
、
館
の
数
も
ド
イ
ツ
地
域
随
～
で
あ
っ
た
。
の
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
⊥
ハ
九
の
館
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
女
ら
は
持
参
金
と
遺
贈
、
寄
進
さ
れ
た
現
金
、
定
期
金
収
入
な
ど
で
生
活
し
て

い
た
が
、
寄
付
額
は
と
て
も
生
計
を
す
べ
て
賄
う
程
に
は
達
し
な
か
っ
た
。
彼
女
ら
は
そ
の
た
め
仕
方
な
く
織
物
業
な
ど
の
手
工
業
に
手
を
染

め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
生
活
が
掛
か
っ
て
い
た
の
で
ツ
ン
フ
ト
と
の
争
い
も
直
接
的
で
激
し
い
も
の
と
な
り
、
参
事
会
の
態
度
も
他
の
教
会
施

設
に
対
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
。
一
四
二
｛
年
、
亜
麻
布
織
工
ア
ム
ト
か
ら
聖
ゲ
レ
オ
ン
通
り
の
ベ
ギ
ン
館
の
亜
麻
布
生
産
に
つ
い
て
参
事

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
に
苦
情
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
参
事
会
は
ベ
ギ
ン
に
所
有
し
て
も
よ
い
織
機
の
数
を
五
つ
、
後
に
三
つ
に
限
定
し
て
、
生
産
す
る
品
物
の
種
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⑪

類
も
制
限
し
た
。
ベ
ギ
ン
側
が
自
分
達
は
ア
ム
ト
に
所
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
命
令
に
従
う
義
務
は
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
、
参
事
会
側
は
ア
ム
ト
へ
の
服
従
を
強
く
求
め
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
ベ
ギ
ン
が
聖
職
者
特
権
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
参
事
会
は
ベ

ギ
ン
館
を
世
俗
の
施
設
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
食
違
い
は
玉
傷
で
述
べ
る
ベ
ギ
ン
館
統
合
令
の
際
に
さ
ら
に
明
瞭
に

な
る
。
一
四
八
二
年
に
は
、
紋
章
刺
繍
工
ア
ム
ト
と
の
争
い
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
ア
ム
ト
の
メ
ン
バ
ー
が
聖
ゲ
レ
オ
ン
通
り
の
あ
る
ベ
ギ
ン
館

に
無
理
矢
理
侵
入
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
双
方
か
ら
訴
え
が
出
さ
れ
た
が
、
参
事
業
は
ア
ム
ト
の
行
為
を
暴
力
行
為
と
し
て
禁
止
し
た
の

と
同
時
に
、
ベ
ギ
ン
に
今
後
紋
章
刺
繍
を
行
な
う
こ
と
を
禁
止
し
た
。
先
程
の
亜
麻
布
生
産
を
限
定
付
き
な
が
ら
認
容
し
た
の
に
対
し
て
、
こ

の
場
合
は
生
産
そ
の
も
の
を
全
面
禁
止
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
絹
織
物
業
、
特
に
絹
紡
罪
業
で
も
紛
争
が
起
こ
る
。
ケ
ル
ン
の
絹
織
物
業
は
問
屋
制
の
下
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ

の
中
で
も
絹
紡
績
女
工
は
最
下
層
に
位
概
し
、
一
般
的
に
貧
し
か
っ
た
。
ま
た
隅
時
に
彼
女
等
は
ベ
ギ
ン
と
の
競
争
に
よ
る
圧
力
に
苦
し
め
ら

れ
る
。
絹
紡
績
女
工
の
申
し
入
れ
に
よ
り
参
事
会
は
ベ
ギ
ン
館
の
査
察
を
行
い
、
一
四
七
〇
年
ベ
ギ
ン
館
及
び
そ
の
他
の
教
会
施
設
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
絹
紡
績
を
全
て
禁
止
し
た
。
完
全
に
参
事
会
は
こ
の
時
点
で
ツ
ン
フ
ト
の
味
方
側
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
参
事
会
の
ベ
ギ
ン
に
対
す
る
営

業
制
約
は
、
一
五
世
紀
の
教
会
政
策
の
一
環
に
数
え
ら
れ
る
が
、
他
の
教
会
政
策
が
聖
職
者
側
の
強
硬
な
反
発
も
あ
り
上
手
く
効
果
が
上
が
ら

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
立
場
の
弱
い
ベ
ギ
ン
で
は
明
ら
か
に
対
策
を
講
じ
や
す
か
っ
た
。
ベ
ギ
ン
の
絹
織
物
生
産
は
｝
六
世
紀
に
入
り
事
実
上

不
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
生
絹
の
値
段
が
高
騰
し
た
こ
と
や
絹
織
物
自
体
の
市
場
価
値
が
低
下
し
た
こ
と
、
そ
し
て
下
汐
女
工
の
ツ
ン
フ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

規
約
の
改
訂
で
絹
を
加
工
の
た
め
に
ア
ム
ト
の
外
に
出
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
主
な
理
幽
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
ベ
ギ
ン
は
ツ
ン

フ
ト
に
比
べ
競
争
力
が
弱
く
、
規
制
に
対
す
る
抵
抗
も
弱
く
、
参
事
会
の
政
策
も
進
行
し
易
か
っ
た
。
一
五
二
一
年
の
聖
職
者
へ
の
要
求
の
一

つ
に
は
所
領
内
の
織
機
の
取
り
壊
し
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
後
参
事
会
は
市
内
の
教
会
領
内
に
あ
る
全
て
の
製
粉
断
と
織
機
を
市
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

じ
d
四
爵
。
｛
に
移
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
一
五
二
五
年
の
協
約
に
お
い
て
は
織
機
の
件
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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中世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

①
將
に
精
力
的
に
ワ
イ
ン
業
を
営
ん
で
い
た
の
は
諸
律
修
修
道
会
と
ケ
ル
ン
郊
外

　
の
エ
ー
ベ
ル
バ
ッ
ハ
修
道
院
で
あ
っ
た
。
O
①
。
簿
輿
P
P
ρ
黍
誉
ぎ
§
蹴
肉
壁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層

　
自
刃
ω
．
轟
O
｛
剛
9

　
　
り

②
ワ
イ
ン
を
小
売
り
す
る
追
入
た
ち
は
、
ミ
Φ
ぎ
訂
巳
霧
。
訂
津
と
い
う
組
合
を

　
結
成
し
て
い
た
。
紐
合
の
加
入
申
請
は
参
盛
会
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
時
申

　
講
者
は
登
録
料
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
加
入
が
許
可
さ
れ
て
初
め
て
営
業

　
が
許
可
さ
れ
た
。
林
毅
、
前
掲
「
中
批
都
市
ケ
ル
ン
に
お
け
る
教
会
の
経
済
活
動

　
に
対
す
る
規
制
」
九
五
二
頁
。

③
冨
．
冨
8
ヨ
窪
Φ
漕
零
神
§
譜
、
§
§
鳶
、
簿
O
§
ミ
§
鴨
憂
ミ
寒
蓬
》
§
鯵

　
し
d
g
N
冒
「
■
れ
0
卜
⊃
ψ
ω
．
鳴
駆
①
．

④
無
げ
9
ψ
卜
、
膳
。
。
．

⑤
裁
定
で
は
大
司
教
の
非
難
に
対
し
、
市
に
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
え
て
な
さ

　
れ
て
は
い
け
な
い
と
決
定
す
る
。
」
と
命
令
し
て
い
る
の
み
で
、
市
側
の
要
求
は

　
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
潤
げ
魯
ω
．
b
。
α
ρ

⑥
霊
。
。
ヨ
露
Φ
F
宇
袖
§
臨
幸
N
馬
田
b
ご
臼
ρ
寄
．
δ
《
ω
’
δ
N
．

⑦
聖
コ
ル
ド
ラ
修
道
院
で
は
ワ
イ
ン
を
押
収
し
た
。
大
込
教
は
参
事
会
の
一
連
の

　
行
動
に
対
し
聖
務
禁
止
を
宣
告
。
両
者
は
和
解
の
た
め
の
協
議
に
入
る
。
こ
の
事

　
件
に
つ
い
て
は
、
O
Φ
o
霧
①
H
b
』
．
O
．
掴
驚
隷
ミ
N
翫
寒
、
，
～
参
の
』
㎝
｛
．

⑧
○
Φ
。
導
Φ
郎
p
p
9
峯
「
。
冨
虞
昌
面
繋
⑦
暴
甲
ω
』
①
9

⑨
「
わ
れ
わ
れ
参
事
会
員
は
次
の
よ
う
に
決
議
す
る
、
聖
職
者
は
ケ
ル
ン
内
の
自

　
分
た
ち
の
所
領
（
聖
職
禄
）
で
生
産
さ
れ
る
ワ
イ
ン
を
販
売
し
て
も
よ
い
。
も
し

　
望
む
な
ら
、
自
分
た
ち
の
所
領
内
で
ワ
イ
ン
酒
場
を
営
業
し
て
も
よ
い
。
…
…
」

　
≦
．
ω
け
魚
戸
さ
、
誉
動
防
ミ
蒔
ミ
N
蹴
譜
、
ミ
ミ
時
ミ
頓
譜
、
い
封
ミ
登
㌧
N
’
ゆ
9
H
押
ゆ
8
昌

　
一
c
o
⑩
ρ
冨
【
尊
君
ω
・
邸
ト
ユ
誠
．

⑩
一
五
世
紀
か
ら
エ
ハ
世
紀
の
初
頭
ま
で
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
一
四
七

　
六
年
、
参
事
会
は
ラ
イ
ン
マ
イ
ス
タ
ー
に
不
正
な
や
り
方
で
都
市
内
で
売
ら
れ
て

　
い
る
聖
職
者
の
ワ
イ
ン
を
捜
索
し
、
参
事
会
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
命
令
し
て
い
る
。

　
ω
齢
蝕
P
騨
9
．
○
．
》
寮
貧
ω
占
卜
⊃
“
罫
■
ω
④
♪
ω
■
q
α
餅
同
年
、
ラ
イ
ン
マ
イ
ス

　
タ
ー
は
次
の
よ
う
な
悪
弊
の
報
告
を
し
て
い
る
。
よ
そ
の
ワ
イ
ン
の
小
売
り
、
公

　
の
場
所
で
の
小
売
り
、
極
端
に
低
い
値
段
で
の
小
売
り
、
極
端
に
安
い
値
で
の
小

　
売
り
。
｝
五
一
〇
一
　
七
年
、
禁
止
さ
れ
る
や
り
方
で
ワ
イ
ン
を
売
っ
て
い
る
教

　
会
施
設
を
告
発
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
最
も
悪
質
な
の
は
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
律
修

　
修
道
会
で
、
ザ
ク
セ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
後
ろ
に
あ
る
通
り
の
駆
け
の
門
の
と
こ
ろ
で

　
売
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
他
二
五
例
の
悪
弊
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
O
Φ
o
年
①
H
一
騨
P

　
ρ
掴
、
簿
こ
ミ
織
§
註
β
ψ
一
〇
卜
⊃
｛
■

⑪
ワ
イ
ン
消
費
税
に
比
し
て
、
ワ
イ
ン
輸
入
関
税
は
一
四
七
六
年
か
ら
【
五
＝
工

　
年
ま
で
五
分
の
二
か
ら
五
分
の
一
と
低
率
で
あ
っ
た
が
、
輸
餓
関
税
は
通
常
の
三

　
分
の
二
か
ら
六
分
の
一
と
さ
ら
に
低
率
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ケ
ル
ン
の
遠
隔
地

　
商
人
に
対
す
る
優
遇
措
罎
で
あ
る
。
匁
閤
駄
薯
ヨ
＠
q
回
蒙
。
『
σ
げ
碧
ω
ρ
践
口
？

　
o
ぎ
旨
α
Q
2
山
霧
竃
一
国
Φ
Σ
8
「
ρ
b
d
墜
封
句
u
o
画
一
。
。
ミ
ψ
×
口
國
國
｛
．

⑫
ケ
ル
ン
の
徴
税
構
造
に
関
し
て
は
、
田
北
廣
道
「
中
世
後
期
の
ケ
ル
ン
の
財
政

　
構
造
と
ツ
ン
フ
ト
闘
争
ー
ケ
ル
ン
都
市
会
計
簿
の
分
析
を
中
心
に
一
」
『
社

　
会
経
済
史
学
』
四
三
－
五
　
【
九
七
八
年
を
参
照
。

⑬
教
会
側
の
返
答
は
、
教
会
財
慶
の
帳
簿
へ
の
登
録
は
必
要
な
く
、
そ
の
他
す
べ

　
て
の
問
題
は
正
常
な
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
σ
O
Φ
o
匿
Φ
5
P

　
斜
○
■
閤
蹄
。
訂
¢
ロ
ロ
国
δ
罎
ρ
ω
‘
蒔
O
剛
．

⑭
一
六
世
紀
中
に
は
～
○
％
以
下
に
。
ま
た
、
ワ
イ
ン
酒
場
の
営
業
は
所
領
内
に

　
厳
し
く
義
定
さ
れ
、
教
会
施
設
の
中
に
は
営
業
を
取
り
止
め
る
所
も
出
た
。

　
○
①
o
鐸
Φ
∬
国
げ
9
ω
・
鱒
窃
c
Q
捗

⑮
ビ
ー
ル
が
ワ
イ
ン
に
代
わ
っ
て
市
民
の
日
常
的
飲
料
に
な
っ
た
の
は
、
～
五
世

　
紀
に
今
ま
で
の
挽
き
割
り
麦
ビ
ー
ル
（
O
吋
9
甑
臼
）
に
代
わ
っ
て
麦
芽
ビ
ー
ル

　
（
凶
Φ
昇
Φ
9
錠
）
が
一
般
的
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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国
マ
巴
α
q
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き
ミ
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帖
暮
偽
勲
穐
ミ
ミ
頓
奪
い
ミ
ミ
寮
ミ
帖
ミ
一
蒔
’
N
ミ
儀
ま
■

　
魯
｝
ミ
国
§
§
蛙
≦
δ
ω
ぴ
P
師
①
”
一
④
刈
O
ω
．
卜
。
刈
一
一
熱
Q
G
Q
N
9

⑯
教
会
の
ビ
ー
ル
醸
造
は
特
に
聖
マ
ウ
リ
テ
ィ
ウ
ス
、
聖
マ
リ
ー
エ
ン
ガ
ル
テ
ン
、

　
聖
マ
ク
シ
ミ
ン
、
聖
マ
カ
ベ
ア
、
白
い
女
寝
た
ち
（
テ
ル
テ
ィ
ア
ー
レ
ン
の
【

　
派
）
、
斐
ア
ガ
タ
の
女
子
修
道
院
、
律
修
修
道
会
や
ベ
ギ
ン
館
で
行
な
わ
れ
て
い

　
た
G
国
・
＜
．
ピ
。
Φ
ω
o
ダ
b
貯
恕
貯
ミ
N
国
ミ
ミ
瀞
§
懸
轟
謹
ぴ
駄
§
譜
腕
§
漆
ミ
ミ

　
O
鴨
竃
ミ
簿
ミ
奪
§
§
趣
傍
鷺
h
ミ
§
｝
送
δ
O
ρ
b
ご
P
一
9
し
u
o
昌
昌
一
〇
〇
メ
客
H
’
Q
Q
9
ψ

　
N
土
野

⑰
明
確
な
年
代
は
不
明
。
乏
．
9
Φ
貫
P
即
ρ
〉
簿
魯
じ
σ
匹
．
N
客
「
．
c
。
卜
⊃
”
■
ω
．

　
一
一
ト
。
．

⑱
じ
d
．
強
し
。
犀
ρ
9
ミ
§
N
ミ
Q
鴨
§
§
鷺
憂
§
N
ミ
・
爵
・
§
甜
N
』
ミ
蕎
・
神
簿
麸
馬
ミ

　
達
§
貯
ミ
奉
じ
d
住
．
卜
o
b
ご
。
昌
P
客
「
．
ω
卜
⊇
c
Q
．

⑲
鍵
マ
ル
チ
ィ
ン
修
道
院
、
鯉
ヨ
ハ
ン
・
コ
ル
ド
ラ
、
黎
ヘ
ー
レ
ン
ラ
イ
ヒ
ナ
ム
、

　
聖
ア
ペ
ル
ン
、
聖
ヴ
ァ
イ
デ
ン
バ
ッ
ハ
、
聖
ツ
ェ
ツ
ィ
リ
ア
修
道
院
、
四
つ
の
托

　
鉢
修
道
会
に
他
の
修
道
院
、
そ
し
て
す
べ
て
の
ベ
ギ
ン
館
に
対
し
て
で
あ
る
。

　
り
。
Φ
ω
o
ダ
p
帥
．
O
．
》
簿
象
切
畑
卜
σ
w
堵
H
．
N
Q
G
メ
ψ
¢
P

⑳
　
～
六
世
紀
ま
で
、
ケ
ル
ン
で
挽
か
れ
た
麦
芽
全
体
に
占
め
る
建
職
者
の
取
り
分

　
の
割
合
は
二
〇
一
二
七
％
、
税
金
徴
収
後
は
一
〇
－
～
九
％
に
。
ζ
Ψ
O
Φ
o
葺
Φ
斜

　
帥
．
帥
・
ρ
漆
、
急
馬
§
ミ
肉
N
ミ
n
鼻
ω
・
の
㎝
Φ
．

⑳
即
国
巳
接
げ
α
Q
”
b
融
ミ
ミ
、
い
ミ
奪
§
ミ
§
鷺
為
§
窪
§
ミ
妹
鴨
隠
し
u
画
ド

　
ゆ
。
嘗
一
。
。
㊤
メ
ω
．
×
い
H
目
｛
．
ノ
イ
ス
の
戦
闘
時
に
は
ほ
ぼ
倍
に
な
っ
た
。

⑫
　
≦
・
ω
酔
Φ
旦
帥
・
p
ρ
》
窪
留
じ
d
傷
．
N
w
寄
．
畠
り
ω
■
G
。
象

⑱
ピ
。
㊥
ω
。
『
9
．
9
．
ρ
N
暮
ぎ
降
§
山
①
口
田
．
春
。
セ
戦
・
お
メ
ω
』
b
⊃
｛
．
9
①
分
国
げ
P

　
賭
『
．
N
Q
Q
ρ
ψ
駆
ω
O
h

⑳
ω
榊
①
旦
勲
．
帥
6
．
〉
写
Φ
p
b
d
匹
■
卜
。
セ
「
．
お
押
ω
．
O
鋒

⑳
　
ノ
イ
ス
後
、
穀
物
価
格
が
暴
騰
し
た
こ
と
も
、
～
全
市
畏
の
市
当
局
、
聖
職
者

　
へ
の
反
感
を
煽
る
一
因
と
も
な
っ
た
。
H
邑
α
q
げ
お
餌
9
P
O
9
寮
甘
ミ
蕊
謎
S
ミ

　
焼
ミ
憩
ミ
ミ
凡
§
貯
貯
き
ω
．
0
昏
」
ρ

⑳
○
く
・
0
9
ω
惹
『
Φ
β
b
融
§
㍗
N
ミ
叫
ミ
ぎ
降
監
q
§
δ
鱒
㎝
」
員
墾
勺
①
臨

　
（
牢
α
Q
．
）
因
一
心
隷
§
賊
題
恥
乳
輪
罫
愚
ミ
か
ミ
き
㌶
譜
N
§
誉
円
へ
襲
詠
§
§
賎
ミ
寒
学

　
慰
嵩
ミ
賊
簿
§
恕
ミ
§
譜
、
鑓
恥
慈
嵩
§
寒
阿
鱈
灘
鋒
囚
O
『
＼
≦
δ
路
一
⑩
c
Q
P
ω
．
刈
窃
．

⑳
　
ベ
ギ
ン
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
は
、
上
條
敏
子
「
中
世
の
ベ
ギ
ン
ー
敬
慶
な

　
女
た
ち
の
軌
跡
一
」
噸
一
橋
研
究
』
一
五
－
三
　
一
九
九
〇
年
、
同
「
ベ
ギ
ン

　
運
動
の
理
解
に
お
け
る
聖
俗
二
分
法
の
限
界
」
豊
橋
論
叢
睡
一
一
一
一
工
、
　
一

　
九
九
四
年
。
国
府
田
武
『
中
世
の
修
道
制
』
創
文
社
　
一
九
九
四
年
所
収
、
門
ベ

　
ル
ギ
ー
　
中
世
の
ベ
ギ
ン
運
動
」
。
邦
語
以
外
で
代
表
的
な
も
の
は
、
社
会
経
済

　
史
の
側
補
か
ら
ベ
ギ
ン
の
機
能
を
論
じ
た
、
穴
’
切
芦
0
7
Φ
お
b
酷
熱
、
§
S
ミ
賊
ミ

　
藁
§
ミ
鷺
3
日
魅
び
ぎ
α
q
賃
一
Φ
一
〇
．
ベ
ギ
ン
運
動
を
純
粋
な
宗
教
運
動
と
捉
え
、
ビ

　
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
を
批
判
し
た
の
が
国
．
O
竃
鼠
導
き
P
沁
無
慰
鴇
b
ご
鴨
罎
馨
ミ
窓
こ
ミ

　
藁
馬
田
ミ
N
鷺
、
一
一
〇
一
1
一
〇
一
q
．
U
ロ
同
日
ω
欝
費
一
り
刈
ρ

⑳
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
修
道
士
マ
シ
ュ
ー
・
パ
り
ス
の
年
代
詑
中
の
＝
～
三
四
年
の

　
記
述
に
は
、
ベ
ギ
ン
は
ケ
ル
ン
と
そ
の
周
辺
地
域
で
二
干
人
に
ま
で
達
し
た
、
と

　
あ
る
。
蜜
讐
匿
ξ
℃
仁
川
賞
9
幹
事
ミ
§
o
、
画
一
く
一
ω
・
卜
⊃
刈
。
。
．

⑳
｝
．
》
ω
①
p
寝
恥
b
d
馨
げ
§
§
竃
輪
講
》
国
く
賭
＝
ド
6
b
。
メ
ω
．
c
。
緊
冨
ρ

　
〉
國
く
客
一
一
ト
こ
”
一
り
b
o
Q
Q
甲
ω
．
圃
一
山
膳
c
Q
”
》
国
く
四
二
ρ
一
⑩
塾
Ω
G
Q
w
ω
・
一
ω
1
り
①
．

⑳
即
く
．
り
。
Φ
ω
。
ダ
b
薄
鼠
ミ
、
N
ミ
魯
ミ
か
§
懸
轟
ミ
寓
爆
§
審
、
§
§
N
ミ
、
O
雫

　
起
ミ
ぽ
ミ
瀞
§
§
国
ミ
恥
蛇
馬
、
醤
魯
》
鳴
一
ゆ
O
O
．
し
d
匹
．
N
b
ご
。
”
ロ
一
り
0
8
累
H
9
α
伊
9
ω
．

　
ω
鄭
⊃
燦
9

⑳
い
。
Φ
ω
。
ダ
国
げ
P
ω
．
認
黙
．

⑳
　
　
門
市
参
事
会
は
次
の
よ
う
に
決
議
す
る
、
前
述
の
ベ
ギ
ン
た
ち
は
こ
れ
か
ら
以

　
前
の
六
つ
で
は
な
く
三
つ
を
所
有
し
、
そ
れ
で
仕
事
を
す
べ
し
、
そ
し
て
亜
麻
布

　
ア
ム
ト
の
ア
ム
ト
文
書
と
、
ア
ム
ト
の
親
方
に
服
従
す
べ
し
。
」
い
。
①
。
・
。
貫
国
げ
拝
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ω
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第
二
章
　
教
会
財
産
・
慈
善
事
業
に
対
す
る
教
会
政
策

中世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

　
土
地
と
定
期
金
取
引

　
聖
職
者
の
土
地
所
有
は
中
世
後
期
に
入
る
と
急
速
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
自
由
な
土
地
・
定
期
金
取
引
を
認
可
し
て
い
た
市
参
事
会
も
、
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

市
貴
族
で
あ
る
市
参
事
会
員
達
の
強
力
な
競
争
相
手
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
教
会
の
土
地
所
有
に
＝
疋
の
規
制
を
加
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
貿
手
譲
渡
対
策
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
規
制
の
対
象
は
初
め
熱
心
な
司
牧
活
動
に
よ
り
急
速
に
市
罠
の
人
気
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
托

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

鉢
修
道
会
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
市
は
同
様
の
協
約
を
他
の
托
鉢
修
道
会
と
順
次
結
ん
だ
。
そ
れ
に
続
き
、
市
は
；
一
八
五
年
全
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

市
内
の
教
会
施
設
に
対
し
不
動
産
譲
渡
の
防
止
令
を
発
布
し
た
。
こ
こ
で
は
「
い
か
な
る
裁
判
官
、
参
審
人
、
役
人
も
世
俗
の
人
間
」
も
全
て

の
教
会
施
設
、
墾
職
者
に
何
ら
か
の
不
動
産
、
世
襲
定
期
金
、
定
期
金
利
息
な
ど
の
売
却
を
認
め
て
は
な
ら
ず
、
シ
ュ
ラ
イ
ン
帳
簿
へ
の
登
記

も
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
、
さ
ら
に
世
襲
定
期
金
、
永
代
定
期
金
を
寄
進
さ
れ
た
場
合
、
聖
職
者
は
一
年
と
　
日
以
内
に
世
俗
の

人
間
に
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
教
会
が
こ
の
約
束
を
守
ら
な
か
っ
た
な
ら
そ
の
土
地
か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
聖
職
者

が
自
分
の
家
族
か
ら
土
地
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
自
身
の
所
有
は
許
さ
れ
る
が
、
教
会
に
売
却
し
た
り
相
続
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ

　
④

れ
た
。
こ
れ
は
一
見
非
常
に
厳
し
い
規
制
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
の
効
力
は
乏
し
く
、
数
々
の
抜
け
道
が
質
券
さ
れ
て
い
る
。
ド
ミ
ニ
コ

会
が
一
四
八
四
年
、
永
久
使
用
貸
借
権
付
き
で
貸
し
て
い
た
家
屋
と
土
地
を
、
利
息
の
支
払
い
の
滞
り
で
再
び
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
例
に

加
え
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
あ
る
信
用
の
お
け
る
世
俗
人
に
土
地
・
建
物
を
一
旦
売
却
し
、
そ
れ
を
ま
た
贈
与
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

繰
り
返
す
例
も
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
＝
ハ
世
紀
に
入
る
ま
で
教
会
の
所
有
す
る
不
動
産
は
減
ら
な
か
っ
た
。
後
期
中
世
の
ケ
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ル
ン
で
は
聖
職
者
の
所
有
す
る
土
地
は
二
〇
一
三
〇
％
に
も
当
た
り
、
約
半
分
の
土
地
に
は
何
ら
か
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
定
期
金
取
引
も
危
険
が
少
な
い
投
資
と
し
て
、
聖
職
者
に
人
気
が
あ
っ
た
。
都
市
公
債
の
債
権
に
占
め
る
聖
職
者
所
有
の
割
合
は
一
五
二
八

　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
で
四
〇
一
五
〇
％
に
も
な
っ
た
。
最
大
の
債
権
者
は
「
精
霊
の
家
」
と
い
う
在
宅
貧
者
の
た
め
の
救
貧
組
織
で
、
一
五
八
○
年
の
都
市
公
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

全
体
の
三
％
を
占
め
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
厳
し
い
規
制
令
に
も
関
わ
ら
ず
順
調
に
所
有
を
増
や
し
て
い
っ
た
教
会
だ
が
、
｝
六
世
紀
の
後
半
に
入
る
と
急
に
後
退
し
始

め
た
。
例
え
ば
聖
コ
ル
ン
バ
地
区
に
お
け
る
教
会
所
有
地
の
割
合
は
、
一
四
八
七
年
が
一
八
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
五
八
九
年
に
は
一
一
％
に

　
　
　
　
　
　
⑧

ま
で
減
っ
て
い
る
。
　
五
二
五
年
の
協
約
中
に
は
土
地
と
定
期
金
取
引
へ
の
規
制
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
い
。
所
有
が
減
少
し
た
理
由
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
頻
発
し
た
戦
争
と
そ
れ
に
伴
っ
て
起
き
た
経
済
危
機
が
原
因
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
死
毒
譲
渡
規
制
だ
が
、
教
会
の
営
利
活
動
に
関
す
る
も
の
と
比
較
す
れ
ば
そ
の
対
抗
措
置
は
緩
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

＝
二
八
五
年
の
措
置
は
文
言
は
厳
格
だ
が
、
抜
け
道
が
存
在
し
た
の
に
加
え
、
こ
れ
以
後
よ
り
厳
格
な
防
止
令
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
ゲ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

タ
ー
は
そ
の
理
由
を
教
会
と
都
市
の
相
互
依
存
関
係
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
市
は
教
会
に
財
産
を
増
や
す
た
め
の
便
利
な
市
場
を
与
え
、
教
会

は
そ
れ
と
引
き
替
え
に
、
都
市
に
確
定
公
債
の
半
分
の
返
還
を
免
除
し
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
土
地
取
引
は
貸
家
暮
ら
し
の
一
般
市
民
の
利
害

と
は
直
接
関
係
し
な
か
っ
た
の
で
不
満
が
少
な
か
っ
た
の
は
理
解
で
き
る
が
、
土
地
市
場
で
は
参
事
会
の
構
成
員
た
る
富
裕
な
商
人
た
ち
と
は

利
害
が
衝
突
す
る
筈
で
、
も
っ
と
厳
し
い
規
制
が
出
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。
論
者
は
こ
れ
に
は
全
く
別
の
要
因
、
ベ
ギ
ン
館
縮
小
令
と
新
規
参
入

禁
止
に
よ
る
市
場
へ
の
土
地
・
家
屋
の
大
量
放
出
が
絡
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
次
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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ベ
ギ
ン
館
縮
小
令

　
一
四
世
紀
に
入
る
と
ケ
ル
ン
の
ベ
ギ
ン
と
ベ
ギ
ン
館
の
数
は
急
に
増
加
し
た
。
コ
イ
セ
ン
の
地
誌
研
究
に
よ
り
、
ベ
ギ
ン
館
の
所
在
が
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
ベ
ギ
ン
館
の
所
在
地
は
聖
マ
リ
ア
・
ア
プ
ラ
ス
地
区
、
聖
コ
ル
ン
バ
地
区
に
集
中
し
て
い
た
。
両
地
区



中世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

は
ド
ミ
ニ
コ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
両
托
鉢
修
道
会
が
あ
っ
た
所
で
あ
り
、
こ
れ
は
思
想
的
近
接
の
せ
い
で
ベ
ギ
ン
の
司
牧
を
托
鉢
修
道
会
が
担
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
ベ
ギ
ン
の
数
も
緩
や
か
に
減
少
し
始
め
、
一
五
世
紀
に
な
る
と
ベ
ギ
ン
館
は
軒
並
み
定
員
を
割
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

館
ご
と
の
規
模
、
貧
富
の
差
も
歴
然
と
し
て
き
た
。
市
参
事
会
に
と
っ
て
教
会
の
土
地
・
家
屋
所
有
の
増
加
は
世
俗
の
利
益
を
守
る
た
め
に
は

非
常
に
好
ま
し
く
な
か
っ
た
。
ベ
ギ
ン
は
聖
職
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
実
際
市
の
貢
租
か
ら
免
れ
た
存
在
で
あ
り
、
絶
え
ず
異
端
の
疑
い
の
目

で
み
ら
れ
て
お
り
、
贈
与
・
寄
進
の
数
、
董
は
他
の
教
会
施
設
と
比
べ
て
極
端
に
少
な
か
っ
た
。
そ
し
て
前
節
で
み
た
よ
う
に
ベ
ギ
ン
の
織
物

業
が
激
し
く
世
俗
の
ツ
ン
フ
ト
と
競
合
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
生
き
残
り
を
図
る
ベ
ギ
ン
側
が
既
存
の
修
道
規
則
を
受
け
入
れ
誓
約
団
体
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
だ
し
た
の
に
合
わ
せ
て
、
参
事
会
は
本
格
的
な
ベ
ギ
ン
対
策
に
着
手
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
。

　
そ
の
初
め
て
の
試
み
が
一
四
六
七
か
ら
八
四
年
に
行
な
わ
れ
た
ベ
ギ
ン
館
縮
小
令
で
あ
る
。
こ
れ
は
合
わ
せ
て
三
七
の
市
内
の
ベ
ギ
ン
館
を

廃
止
し
、
申
に
い
る
ベ
ギ
ン
を
残
り
の
大
き
な
＝
ハ
の
館
に
移
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
命
令
を
受
け
廃
止
さ
れ
た
の
は
三
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
か
な
く
、
残
り
の
三
四
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
の
で
あ
る
。
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
館
が
そ
れ
だ
け
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
頃
の
参
事

会
令
は
そ
れ
程
効
力
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
市
参
事
会
は
一
四
八
七
年
参
事
会
内
に
ベ
ギ
ン
館
の
縮
小
を
目
指
し
ベ
ギ
ン
改
革

委
員
会
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
委
員
会
設
置
の
際
参
事
会
は
、
ケ
ル
ン
市
内
の
石
工
、
大
工
に
「
ベ
ギ
ン
館
の
す
べ
て
の
萩
築
を
阻
止
し
禁

止
」
す
る
よ
う
に
命
じ
、
「
ケ
ル
ン
市
内
に
今
あ
る
ベ
ギ
ン
心
す
べ
て
を
四
つ
の
有
益
な
場
所
を
残
し
て
他
を
廃
止
し
て
世
俗
、
全
ゲ
マ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

デ
の
た
め
に
供
す
る
」
目
的
を
強
く
打
ち
出
し
た
。
空
に
な
っ
た
館
は
市
が
買
い
上
げ
て
売
却
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
改
革
委
員
会
は
参
事
会

の
意
向
を
受
け
、
同
年
一
一
万
二
五
日
に
最
終
的
な
報
告
書
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
先
程
の
事
項
は
多
少
緩
和
さ
れ
、
全
部
で
一
七
を

残
し
・
四
八
を
教
区
蕎
体
に
渡
す
旨
が
決
定
さ
れ
静
こ
の
結
果
不
明
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
と
⊥
ハ
が
残
り
・
一
〇
が
命
令
通
り
廃
止
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
実
行
の
成
果
が
以
前
よ
り
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
は
参
事
会
の
支
配
権
の
強
化
の
現
わ
れ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

存
亡
の
危
機
を
感
じ
た
ベ
ギ
ン
は
参
事
会
の
規
制
に
も
関
わ
ら
ず
、
既
存
の
修
道
会
則
を
受
け
入
れ
誓
約
団
体
に
な
ろ
う
と
す
る
動
き
を
止
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
か
っ
た
。
他
に
は
病
人
看
護
と
い
う
役
割
上
の
特
性
を
生
か
し
、
施
療
院
と
な
り
都
市
の
管
理
下
に
入
る
ケ
ー
ス
も
数
多
く
み
ら
れ
た
。
つ

59 （373）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ま
り
大
司
教
を
長
と
す
る
教
会
の
庇
護
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
市
当
局
の
保
護
下
に
入
る
か
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
た
訳
で
あ
り
、
ベ
ギ
ン

運
動
の
発
生
当
時
か
ら
守
っ
て
き
た
聖
・
俗
ど
ち
ら
の
身
分
に
も
属
さ
な
い
と
す
る
ベ
ギ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
再
考
を
促
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
ベ
ギ
ン
縮
小
令
は
ケ
ル
ン
の
都
市
と
教
会
の
問
題
に
い
か
な
る
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
参
事
会
は
ベ
ギ
ン
を
世
俗
の
領
域
に

属
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
二
度
の
ベ
ギ
ン
改
革
令
は
従
来
の
死
手
譲
渡
防
止
政
策
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
。
傷
手
譲

渡
防
止
令
は
教
会
・
聖
職
者
の
不
動
産
所
有
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ギ
ン
縮
小
令
は
将
来
の
教
会
施
設
へ
の
移
行
を
阻

止
し
、
あ
る
い
は
そ
の
前
に
財
産
を
没
収
し
世
俗
の
た
め
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
都
市
当
局
の
政
策
が
前
面
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
誓
約
団

体
に
な
る
と
参
事
会
は
容
易
に
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
の
で
そ
の
前
に
危
険
性
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
一
五
世
紀
後
半
は

教
会
政
策
が
様
々
な
領
域
で
実
施
さ
れ
当
局
の
教
会
支
配
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
り
理
解
し
易
く
な

る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
改
革
も
教
会
政
策
の
一
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
市
参
事
会
は
聖
職
者
を
牽
制
し
つ
つ
、
一
般
市

民
の
意
向
（
ベ
ギ
ン
の
土
地
・
家
遷
の
売
却
も
そ
の
～
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
買
い
手
は
恐
ら
く
資
金
力
の
あ
る
上
履
土
民
で
あ
ろ
う
）
に
配
慮
し

な
が
ら
、
世
俗
の
財
産
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ギ
ン
の
土
地
・
家
屋
が
不
動
産
取
引
市
場
に
出
さ
れ

た
こ
と
で
、
教
会
施
設
の
不
動
産
所
有
に
対
す
る
規
制
を
、
＝
二
八
五
年
の
命
令
以
上
に
強
硬
な
政
策
を
推
し
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切

迫
感
を
市
当
局
に
与
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
推
測
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
廃
止
さ
れ
た
ベ
ギ
ン
館
の
多
く
は
施
療
院
と

な
り
市
参
事
会
の
管
理
下
に
組
み
込
ま
れ
た
が
、
施
療
院
と
は
最
初
か
ら
世
俗
の
管
理
下
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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慈
善
施
設
の
管
理

　
貧
民
救
済
・
病
人
看
護
と
い
っ
た
福
祉
事
業
の
運
営
、
管
理
は
も
と
も
と
は
教
会
の
管
轄
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

窮
し
て
い
る
人
間
を
助
け
る
と
い
う
行
為
は
キ
リ
ス
ト
教
的
隣
人
愛
の
も
と
に
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
修
道
院
、
律
修
修
道
会
は
所
領
内
に
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こ
う
し
た
人
々
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
施
設
を
設
立
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
本
来
巡
礼
者
や
余
所
者
の
病
人
や
困
窮
者
を
収
容
す
る
た
め
の

も
の
で
、
市
内
の
経
済
的
困
窮
民
に
施
し
を
与
え
る
施
設
で
は
な
か
っ
た
。
世
俗
が
設
立
し
た
市
民
の
た
め
の
慈
善
施
設
は
、
一
二
世
紀
の

「
精
霊
の
家
」
と
ケ
ル
ン
近
郊
の
メ
ラ
ー
テ
ン
に
あ
る
レ
プ
ラ
患
者
用
の
収
容
施
設
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
両
施
設
は
財
産
管
理
が
正
常
に

な
さ
れ
ず
定
期
金
の
利
息
支
払
い
が
滞
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
管
理
の
不
徹
底
と
貧
民
の
大
量
増
加
に
よ
っ
て
、
市
当
局

は
貧
民
救
済
管
理
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
手
始
め
と
し
て
、
市
参
事
業
は
施
療
院
の
甲
。
訟
ω
O
H
（
最
高
管
理
者
。
四
～
五
人
目
ら
成
り
、
施
物
の
分
配
を
行
な
う
）
の
選
任
権
、
そ
し
て
任

命
権
を
把
握
す
る
こ
と
で
監
督
を
行
な
っ
た
。
＝
二
二
七
年
、
参
事
会
は
「
精
霊
の
三
州
の
管
理
者
を
、
参
審
人
な
ど
か
ら
四
人
任
命
し
て
い

⑬る
。
彼
ら
は
家
の
財
産
と
貧
民
を
誠
実
に
監
視
し
、
「
い
か
な
る
収
入
も
あ
え
て
受
け
取
ら
な
い
な
い
こ
と
」
を
誓
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
。
一
四
世
紀
の
前
半
で
は
約
一
四
〇
〇
人
が
こ
の
家
に
よ
っ
て
施
し
を
受
け
て
い
た
。
施
療
院
の
管
理
が
教
会
か
ら
世
俗
の
手
に
移
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
は
＝
二
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
参
事
会
の
直
接
介
入
が
み
ら
れ
る
の
は
先
程
の
＝
二
二
七
年
が
最
初
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヨ
ハ
ー
ク
は
こ
の
時
代
を
、
貧
民
救
済
の
管
理
権
を
め
ぐ
り
教
会
ど
布
当
局
が
争
っ
て
い
た
時
期
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
教
会
が
こ
の
管
理

権
を
死
守
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
見
当
ら
ず
、
ヴ
ォ
イ
コ
ヴ
ス
キ
i
・
ビ
ー
ダ
ウ
の
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
教
会
の
貧
民
救
済
の
役
割
は
世
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

当
局
の
介
入
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
、
と
み
る
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
一
四
世
紀
か
ら
の
ケ
ル
ン
経
済
の
興
隆
は
周
辺
農
村
か
ら

の
人
口
流
入
を
引
き
起
こ
し
、
溢
れ
か
え
っ
た
貧
民
・
病
人
は
と
て
も
教
会
だ
け
の
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
市
民
の
共
同
体
意
識
へ
の
目
覚
め
は
、
共
同
体
成
員
の
相
互
扶
助
へ
と
向
か
い
、
個
人
や
個
々
の
共
岡
体
の
貧
民
へ
の
寄
付
、
管
理
権

の
獲
得
に
繋
が
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
統
治
機
構
と
し
て
の
市
当
局
の
義
務
感
は
、
都
市
内
の
悪
弊
を
取
り
除
き
、
困
窮
す
る
同
胞
を
助
け
よ

う
と
す
る
意
識
へ
と
統
合
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
来
余
所
者
を
収
容
し
て
い
た
筈
の
施
療
院
が
、
余
所
者
を
排
除
し
、
ケ
ル
ン
市
民
の
み
を
救
済

す
る
組
織
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
＝
三
二
四
年
に
は
イ
ッ
パ
！
ヴ
ァ
ル
ト
施
療
院
、
～
三
九
九
年
に
は
聖
ヨ
ハ
ン
施
療

院
の
℃
δ
く
冨
9
も
参
事
会
が
任
命
し
て
い
る
。
ま
た
参
事
会
は
一
四
〇
五
年
置
℃
δ
＜
一
ω
O
N
の
権
限
の
強
化
を
要
論
み
、
施
療
院
が
賃
貸
し
し
61 （375）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
不
動
産
物
件
の
定
期
金
支
払
い
が
滞
っ
た
場
合
、
差
し
押
え
に
よ
り
取
り
戻
す
権
限
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
市
当
局
と
施
療
院
運
営
に
お

け
る
連
関
は
よ
り
密
接
な
も
の
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
世
俗
の
長
た
る
参
事
会
が
施
療
院
の
運
営
に
関
与
を
強
め
る
の
と
道
を
同
じ
く
し
て
市
民
の
慈
善
施
設
へ
の
遺
贈
・
寄
進
は
増
加

の
一
途
を
辿
っ
た
。
特
に
次
第
に
規
模
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
前
述
の
「
精
霊
の
家
」
所
有
の
財
産
は
、
一
三
四
〇
年
で
三
三
三
マ
ル
ク
一
〇

ソ
リ
ド
ゥ
ス
五
デ
ナ
リ
と
　
九
五
軒
の
家
屋
か
ら
の
定
期
金
で
あ
っ
た
の
が
一
四
四
〇
年
に
は
二
千
マ
ル
ク
の
財
産
と
二
三
九
軒
か
ら
の
定
期

　
　
　
　
　
　
　
⑳

金
収
入
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
遂
に
一
五
〇
九
年
に
は
参
事
会
の
み
が
勺
δ
く
冴
9
を
選
任
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
を
宣
言
し
、
一
五
　
○
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
全
て
の
施
療
院
と
ベ
ギ
ン
館
に
市
の
紋
章
を
付
け
る
よ
う
定
め
る
に
至
っ
た
。
宗
教
改
革
は
教
会
の
財
産
所
有
に
損
害
を
与
え
、
貧
民
救

済
に
当
て
ら
れ
る
財
源
を
減
ら
し
た
。
ケ
ル
ン
で
は
実
際
の
意
味
で
の
宗
教
改
革
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
が
、
申
世
以
来
の
教
会
と
市
の
、
特
に

営
利
活
動
を
め
ぐ
る
争
い
は
存
在
し
た
。
そ
の
闘
争
の
過
程
に
お
い
て
、
市
は
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
様
々
な
形
で
の
教
会
対
策
の

た
め
の
措
置
を
実
行
し
、
次
第
に
支
配
権
を
奪
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
は
、
市
当
局
と
教
会
と
の
関
係
の
変
遷
を
参
事
会
令
に
よ
る
教
会
対
策
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
営
利
活
動
の
面
か
ら

は
、
参
事
会
が
市
政
支
配
機
構
と
し
て
力
を
つ
け
る
に
従
っ
て
、
市
民
の
反
発
を
受
け
な
が
ら
免
税
特
権
を
享
受
し
て
い
た
教
会
に
対
し
規
制

を
強
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
そ
の
他
の
面
で
は
財
産
所
有
に
規
制
を
加
え
な
が
ら
施
設
そ
の
も
の
を
世
俗
の
管
理
下
に
置
い
て
い
く
過
程
を
追

っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
う
い
つ
た
教
会
の
活
動
に
対
す
る
規
制
と
は
逆
に
、
市
民
の
信
仰
心
は
、
教
会
に
対
す
る
規
制
が
強
化
さ
れ
る
中
で
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
市
昆
の
救
霊
と
い
う
点
か
ら
、
遺
言
書
の
分
析
に
よ
り
市
民
と
教
会
の
関
係
の
別
の
側
面

を
み
て
い
ぎ
だ
い
。

①
剛
こ
。
ξ
σ
q
l
b
暗
し
d
轟
§
§
窒
寝
§
貯
詠
§
ミ
Q
、
竃
§
眠
b
5
特
難
、
§
暮
馬
爲
き
§

　
N
§
恥
急
§
這
8
§
四
一
ω
0
ρ
ψ
6
ω
捗

②
r
穿
器
p
P
捌
舞
臼
N
”
曾
鳴
N
N
§
η
ミ
O
§
ミ
ら
ぎ
譜
、
ぎ
ミ
§
ミ
切
9
♪

　
署
H
』
c
o
P
ω
昌
①
c
o
9
瓢
「
笛
O
Q
押
ω
．
卜
⊃
霧
幽
幽
ω
ト
っ
c
Q
曽
ψ
認
9
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③
ω
琶
p
p
卑
ρ
〉
葬
露
こ
d
9
一
ン
「
．
ω
c
。
；
ω
」
し
。
霞
．

④
国
亘
ω
」
認
．

⑤
○
①
。
鄭
Φ
戸
p
．
p
ρ
麹
ぎ
匿
嘗
”
α
δ
Φ
毎
ρ
ω
■
b
。
認
｛
’

⑥
図
げ
ρ
ω
』
q
。
。
．

⑦
国
耳
ω
9
ま
ト
。
．

⑧
一
四
八
七
年
、
聖
職
者
所
有
の
家
屋
｝
五
八
軒
、
世
俗
所
有
七
二
七
軒
。
従
っ

　
て
翌
職
者
所
有
率
一
七
・
九
％
。
　
一
五
八
九
年
、
塗
職
者
所
有
一
〇
九
軒
、
世
俗

　
所
有
八
四
〇
軒
。
聖
職
者
所
有
一
一
・
五
％
。
国
げ
俳
自
門

⑨
国
匿
甲
ω
．
ト
っ
露
・

⑩
即
図
Φ
器
ω
Φ
p
奪
§
§
ミ
奪
砺
ミ
ミ
寄
ミ
言
」
§
ミ
ミ
ミ
N
し
6
縣
Φ
』
。
…

　
一
り
一
〇
．

⑪
　
マ
リ
ア
・
ア
プ
ラ
ス
教
区
は
コ
ル
ン
バ
教
区
に
隣
接
し
て
い
る
も
の
の
、
経
済

　
的
発
展
は
比
較
的
遅
か
っ
た
地
域
で
全
部
で
七
～
の
ベ
ギ
ン
館
が
あ
っ
た
。
コ
ル

　
ン
バ
教
区
は
ラ
イ
ン
前
岸
に
あ
り
古
く
か
ら
商
人
が
定
住
し
て
い
た
地
域
で
六
五

　
の
ベ
ギ
ン
館
が
あ
っ
た
。

⑫
教
区
教
会
は
盛
ん
に
ベ
ギ
ン
と
托
鉢
修
道
会
と
の
解
離
を
図
る
が
、
な
か
な
か

　
成
功
し
な
か
っ
た
。
一
三
四
一
年
、
聖
コ
ル
ン
バ
教
区
主
席
司
祭
が
フ
ラ
ン
シ
ス

　
コ
会
に
対
す
る
訴
訟
の
中
で
、
ベ
ギ
ン
を
自
分
達
に
敵
対
さ
せ
る
よ
う
に
扇
動
し
、

　
埋
葬
を
自
ら
の
地
所
で
さ
せ
て
い
る
と
同
会
を
非
難
し
て
い
る
。
〉
ω
①
P
P
斜

　
○
■
b
u
磯
貯
§
」
P
＞
薄
く
客
＝
飼
ω
．
り
一
．

⑬
一
四
五
二
年
の
参
事
会
の
監
査
記
録
に
よ
れ
ば
、
ベ
ギ
ン
館
の
定
員
に
対
す
る

　
ベ
ギ
ン
の
占
有
率
は
五
六
・
六
二
％
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
い
O
冨
三
p
α
q
”

　
℃
触
ミ
。
ぎ
杣
こ
さ
ミ
ミ
⑩
肉
⑩
鼠
肋
軌
§
誉
、
内
。
嵩
q
§
甘
美
、
　
b
づ
出
猟
§
～
§
翫
し
σ
曼
、
譜
昌
難
馬

　
竃
謁
凡
ミ
』
殴
儀
軌
N
ぎ
…
〉
国
く
冨
刈
ω
甲
一
り
O
N
ω
．
ト
っ
窃
絹
メ

⑭
聖
ゲ
レ
オ
ン
通
り
の
シ
ェ
ー
レ
ン
会
派
の
大
ナ
ザ
レ
と
い
う
ベ
ギ
ン
館
は
一
四

　
五
二
年
で
五
六
人
収
容
し
て
い
た
。
こ
こ
は
前
節
で
述
べ
た
亜
麻
布
ア
ム
ト
や
紋

　
章
刺
繍
ア
ム
ト
と
の
争
い
が
発
生
し
た
ベ
ギ
ン
館
で
あ
る
。
〉
ω
①
戸
鉾
鉾
O
．
”

　
b
u
磯
貯
§
」
p
　
》
国
く
窯
一
一
N
G
o
．
一
ト
⊃
醸
h
■

⑮
一
五
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
第
三
会
則
を
七
、
ア
ウ
グ
ス
テ

　
ィ
ヌ
ス
会
則
を
九
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
則
を
一
つ
の
館
が
修
道
会
則
を
受
け
入
れ

　
て
い
る
。
》
ω
Φ
P
b
鍵
ヒ
U
馨
ぼ
§
よ
り
。

⑯
こ
の
史
料
は
来
刊
行
。
数
の
算
定
は
ア
ー
ゼ
ン
の
論
文
よ
り
行
な
っ
た
。
こ
の

　
縮
小
令
に
先
立
っ
て
市
参
事
会
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
が
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
が

　
取
り
上
げ
た
一
四
五
二
年
の
監
査
で
あ
る
。

⑰
ω
件
⑦
旦
輿
四
．
○
》
江
魯
臣
』
甲
写
．
ホ
ω
曽
ψ
①
卜
。
蒔
｛
．

⑱
国
了
察
「
．
8
メ
ω
．
①
c
。
謎
．

⑲
数
の
算
定
は
ア
ー
ゼ
ン
の
論
文
よ
り
行
な
っ
た
。

⑳
＜
「
く
「
≦
。
時
9
〈
ω
ご
・
霞
Φ
号
雌
u
寒
防
出
謹
§
§
§
憂
ミ
§
ミ
ミ
N
§
§
竃
昌

　
§
給
貯
ミ
し
d
舞
軌
黙
§
窒
N
赦
ミ
罎
㌣
跨
黙
ミ
蓮
き
§
N
ミ
眠
慧
ミ
蹄
簿
§
O
跨
ら
ミ
急
鷺
譜
、

　
い
ミ
ミ
．
豊
塗
切
望
。
。
冨
巳
。
。
り
一
曽
ω
．
刈
卜
。
幣
ま
た
市
参
事
会
は
、
一
四
八
二
年
に
一
ろ

　
の
ベ
ギ
ン
館
に
対
し
礼
拝
堂
の
設
立
を
禁
止
し
、
冗
の
状
態
に
戻
す
よ
う
に
命
じ

　
て
い
る
。
鱒
鋤
P
国
げ
F
累
門
．
畠
ρ
ψ
0
刈
H
．
逆
に
一
四
一
二
年
教
皇
マ
ル
チ
ィ
ヌ

　
ス
五
世
は
ケ
ル
ン
大
司
教
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
に
、
司
教
区
内
の
ベ
ギ
ン
が
既
存
の
修

　
道
会
則
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
す
る
よ
う
に
命
令
し
て
い
る
。
O
「
①
＜
貯
σ
q
》
m
．
P

　
ρ
℃
δ
3
搾
o
F
：
冒
¢
“
①
．

⑳
ベ
ギ
ン
館
が
施
療
院
に
移
行
し
た
ケ
ー
ス
は
最
終
的
に
一
七
軒
認
め
ら
れ
る
。

⑫
乏
9
ざ
壽
ξ
－
じ
准
紆
F
鉾
p
O
．
〉
§
①
暑
霧
Φ
戸
ω
．
G
。
c
。
．

⑳
）
ω
樽
Φ
ぎ
申
騨
m
「
○
■
〉
寮
窪
じ
d
縣
』
》
写
』
P
ψ
一
ω
．

⑳
｝
。
ご
冒
q
る
』
．
O
．
9
①
ゆ
①
N
陣
Φ
ご
謁
①
膨
…
讐
ω
「
ミ
膳
．

⑮
　
一
三
五
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
ケ
ル
ン
に
存
在
し
た
一
〇
の
施
療
院
の
う
ち
、

　
聖
職
者
の
指
導
の
下
に
あ
っ
た
の
は
既
に
四
つ
し
が
な
か
っ
た
。
団
げ
9
ω
高
①
卜
。
捗

㊧
　
和
げ
9
ω
．
δ
ω
9
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⑳
乏
。
涛
。
壽
ξ
ゆ
♂
留
戸
山
』
．
○
．
〉
暑
①
四
面
①
ω
窪
・
ω
’
8
・

⑱
　
～
四
三
七
年
の
参
事
会
令
で
は
、
男
女
を
問
わ
ず
余
所
者
、
浮
浪
者
、
怠
け
者
、

　
下
男
下
女
、
何
も
せ
ず
に
市
内
を
う
ろ
つ
く
灘
、
健
康
で
パ
ン
を
手
に
入
れ
る
こ

　
と
が
撮
来
る
の
に
そ
の
気
が
な
い
輩
を
、
～
週
問
以
内
に
仕
事
に
就
か
な
い
場
合

　
市
外
追
放
に
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
一
四
三
七
年
は
最
悪
の
飢
餓

　
年
で
あ
っ
た
。
ω
押
脚
戸
勉
』
．
○
‘
〉
簿
Φ
目
切
P
一
甲
審
．
ω
も
。
押
ω
①
⑩
Φ
．

⑳
芝
。
節
。
壽
ξ
－
じ
冨
留
F
騨
9
9
ρ
〉
§
①
薯
Φ
ω
Φ
p
ω
」
O
h
．

⑳
票
9
ψ
豊
．

⑳
国
区
．
心
一
．
ま
た
ベ
ギ
ン
館
の
℃
δ
≦
ω
o
H
や
≦
し
・
諦
讐
。
「
（
査
察
官
）

　
の
役
入
や
市
参
事
会
員
た
る
上
周
市
民
が
次
第
に
増
加
し
て
く
る
。

に
も
世
俗
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第
三
章
　
教
会
へ
の
遺
贈
・
寄
進
行
為
に
み
る
節
事
の
信
心

　
市
民
の
遣
書
状
に
み
る
教
会
へ
の
遺
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
二
五
〇
年
か
ら
一
三
五
〇
年
ま
で
の
遺
欝
状
に
関
し
て
は
ヨ
ハ
ー
ク
が
簡
略
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
そ
れ
を
用
い
概
観
を
試
み
る
。
彼
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
こ
の
期
間
に
記
さ
れ
た
六
七
の
遺
書
状
の
う
ち
検
討
価
値
の
あ
る
四
五
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
三
分
置
一
は
都
市
貴
族
に
よ
る
も

の
で
、
三
分
の
二
は
ケ
ル
ン
市
民
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
徴
的
な
の
は
「
“
す
べ
て
の
”
修
道
院
、
女
子
修
道
院
に
」
と
い
う
文
言
の
記

述
で
全
部
で
二
四
あ
る
。
こ
の
時
代
の
遺
言
状
で
特
徴
的
な
の
は
一
三
四
〇
年
か
ら
の
寄
付
額
の
増
加
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
ル
ン
に
お
け
る
遺

　
　
　
　
　
③

言
制
度
の
発
展
と
経
済
の
伸
張
、
さ
ら
に
は
市
民
の
信
仰
心
の
高
揚
な
ど
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中
で
托
鉢
修
道
会
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

起
し
て
高
い
人
気
を
保
っ
て
お
り
、
～
五
の
遺
風
状
で
は
托
鉢
修
道
会
の
敷
地
へ
の
埋
葬
を
希
望
し
て
い
る
。
律
修
修
道
会
、
修
道
院
は
そ
れ

程
伸
び
が
み
ら
れ
ず
、
教
区
教
会
、
司
教
座
聖
堂
に
対
し
て
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
順
調
な
伸
び
を
み
せ
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
特
筆

す
べ
き
は
施
療
院
と
精
霊
の
家
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
三
三
一
－
四
〇
年
が
た
っ
た
ニ
マ
ル
ク
の
寄
付
金
な
の
に
対
し
、
；
一
四
　
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

○
年
は
二
五
六
マ
ル
ク
ニ
四
マ
ル
ク
の
世
襲
定
期
金
、
二
軒
の
家
に
衣
服
と
鎧
な
ど
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
寄
付
規
定

か
ら
全
体
的
に
言
え
る
こ
と
は
個
別
の
教
会
施
設
を
指
定
し
て
い
る
例
は
ま
だ
少
な
く
、
施
療
院
な
ら
全
て
の
施
療
院
、
托
鉢
修
道
会
な
ら
全

て
の
修
道
会
と
い
う
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
教
会
施
設
が
同
価
値
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
後
一
四
世
紀
の
後
半
か
ら
遺
雷
状
の
教
会
へ
の
寄
付
規
定
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
の
時
期
か
ら
は
ク
ス
ケ
が



中世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

編
纂
し
た
市
民
の
遺
雪
状
を
分
析
対
象
に
す
る
。
や
は
り
引
き
続
い
て
“
す
べ
て
の
”
と
い
う
文
書
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
保
有
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
い
る
銀
板
か
ら
聖
杯
を
作
っ
て
寄
付
す
る
よ
う
に
促
す
な
ど
寄
進
者
の
具
体
的
な
個
性
を
持
っ
た
指
示
も
散
発
的
に
み
え
る
。
一
四
〇
〇
1

二
五
年
ま
で
を
み
る
と
、
指
示
は
よ
り
詳
し
く
具
体
的
に
な
っ
て
く
る
。
一
四
二
三
年
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ヒ
ゲ
ル
ロ
ー
デ
と
い
う
呉
服
商

　
　
　
　
　
⑧

の
遺
言
状
で
は
、
「
聖
マ
ル
チ
ィ
ン
の
修
道
院
長
に
」
や
「
精
霊
の
家
の
各
貧
民
に
復
活
祭
の
後
の
水
曜
日
に
白
パ
ン
の
喜
捨
を
」
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

各
々
の
貧
罠
に
分
け
与
え
る
と
い
う
方
法
も
取
ら
れ
て
い
る
。
精
霊
の
家
に
は
、
他
の
遺
言
状
で
は
ベ
ー
コ
ン
や
布
な
ど
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ま
た
小
麦
の
定
期
収
入
権
か
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
一
四
二
五
年
か
ら
五
〇
年
ま
で
の
も
の
は
さ
ら
に
多
様
性
に
富
む
よ
う
に
な
る
。

一
四
四
八
年
の
ヨ
ハ
ン
・
ロ
ー
リ
ン
ヴ
ェ
ル
デ
と
妻
ス
テ
ィ
ン
ギ
ン
の
も
の
は
聖
コ
ル
ン
バ
教
区
教
会
に
ロ
ザ
リ
オ
の
聖
母
の
絵
画
と
マ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
立
像
を
寄
進
し
て
い
る
。
文
言
に
は
直
接
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、
寄
進
者
の
画
像
も
絵
の
中
に
描
か
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
次
に
　
四
五
〇
年
か
ら
七
五
年
を
み
て
み
よ
う
。
教
区
司
祭
に
遺
し
て
い
る
も
の
が
三
例
あ
り
、
あ
る
い
は
自
身
の
居
住
し
て
い
る
教
区
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

教
会
建
物
の
新
築
、
改
築
の
た
め
に
現
金
を
遺
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
騎
士
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ヒ
ル
ツ
ェ
は
一
四
七
五
年
聖
コ
ル
ン
バ
教

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

会
の
建
築
の
た
め
に
一
〇
〇
グ
ル
デ
ン
遺
し
て
い
る
し
、
　
四
五
三
年
、
ク
ラ
イ
ス
・
メ
ー
ル
ナ
ー
は
聖
ニ
コ
ラ
ス
と
聖
ト
ー
マ
ス
教
会
の
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

築
の
た
め
そ
れ
ぞ
れ
現
金
を
遺
し
て
い
る
。
ま
た
永
代
ミ
サ
の
設
立
の
た
め
の
遺
贈
も
増
加
し
て
お
り
、
例
え
ば
一
四
五
二
年
マ
ル
チ
ィ
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ク
ン
ス
タ
ー
は
六
〇
〇
グ
ル
デ
ン
を
自
分
の
永
代
ミ
サ
の
た
め
遺
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
一
四
七
七
年
の
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ハ
イ
ム
バ
ッ
ハ
と
妻
イ
ル
ム
ギ
ン
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ミ
サ
服
と
ミ
サ
朗
唱
係
の
ス
カ
ー
ト
と
帽

子
の
嵜
進
を
聖
マ
リ
ア
・
イ
ン
・
カ
ピ
ト
ー
ル
欝
欝
修
道
会
教
会
と
聖
ヤ
ー
コ
プ
教
区
教
会
に
指
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
何
と
ぞ
れ
ら
の
も
の

に
自
分
の
紋
章
を
刺
繍
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
一
四
五
〇
年
と
い
う
時
代
が
一
つ
の
画
期
を
な

し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
い
く
つ
か
の
多
様
性
は
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
た
に
せ
よ
、
“
す
べ
て
の
”
教
会
施
設
と
い

う
文
言
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
市
民
に
と
っ
て
救
い
の
対
象
に
な
る
の
は
教
会
に
属
す
る
施
設
で
あ
る
な
ら
ど
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
や
修
道
院
、
教
区
教
会
、
施
療
院
も
個
々
の
名
を
挙
げ
て
遺
贈
金
額
を
指
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
民
が
自
身
で
教
会
施
設
を
選
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号
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ミ
サ
服
に
自
分
の
紋
章
を
刺
繍
さ
せ
る
な
ど
自
己
顕
示
的
行
為
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分

の
住
ん
で
い
る
教
区
の
教
会
へ
の
寄
付
、
あ
る
い
は
建
築
の
た
め
の
寄
付
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
共
同
体
の
成
員
意
識
の
成
長
で
あ
る
と
い

え
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
、
確
か
に
教
会
へ
の
寄
付
額
は
増
加
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
市
民
が
書
い
た
遺
言
状
自
体
の
数
が
増
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

結
果
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
広
範
な
施
設
へ
の
小
口
の
寄
付
は
増
大
し
て
い
る
の
だ
が
、
富

裕
市
民
に
よ
る
大
口
の
寄
付
は
そ
れ
程
増
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
富
裕
市
民
た
ち
が
市
参
事
会
員
と
か
な
り
重
複
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
の
時
の
市
と
教
会
の
様
々
な
問
題
が
背
景
と
な
り
、
教
会
に
大
ロ
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
躇
躇
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
彼
ら
も
自
身
の
救
霊
は
強
く
望
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
現
金
や
定
期
金
を
救
済
が
望
め
そ
う
な
教
会
施
設
に
寄
付
す
る
こ
と
、
自
分

や
家
族
の
ミ
サ
祈
禧
の
設
立
、
教
会
建
築
へ
の
寄
進
、
慈
善
活
動
へ
の
当
局
の
支
配
過
程
と
相
倹
つ
た
施
療
院
へ
の
寄
付
な
ど
が
好
ま
れ
た
の

　
　
⑲

だ
ろ
う
。
し
か
し
一
般
市
民
は
ミ
サ
設
立
の
よ
う
な
高
額
な
寄
付
は
出
来
な
い
の
で
小
額
を
様
々
な
施
設
に
ば
ら
ま
く
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
寄
付
行
為
の
多
様
性
を
伴
っ
た
増
加
は
市
民
の
信
仰
心
の
高
ま
り
が
背
景
に
あ
っ
た
の
は
自
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
、
そ
れ
以
後
の
分
析
に
移
ろ
う
。
一
四
七
五
年
か
ら
一
五
〇
〇
年
は
大
体
こ
れ
ま
で
と
同
傾
向
が
み
て
と
れ
る
。
＝
ハ
世
紀
に
入
っ
て

も
数
々
の
都
市
当
周
に
よ
る
規
制
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
会
施
設
へ
の
寄
付
は
減
少
し
て
い
な
い
。
ク
ス
ケ
の
史
料
が
一
五
一
八
年
ま
で
の
も
の

な
の
で
こ
れ
以
降
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
一
六
世
紀
初
期
ま
で
は
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
四
五
〇
年
頃
を
画
期
と

し
て
個
人
主
義
、
業
績
主
義
的
傾
向
が
表
出
し
た
こ
と
、
ま
た
共
同
体
意
識
の
成
長
に
よ
り
教
区
教
会
や
慈
善
施
設
へ
の
寄
付
が
増
大
し
た
こ

と
、
特
別
な
富
裕
市
民
に
よ
る
一
ヶ
所
へ
の
大
口
寄
付
が
減
っ
た
代
わ
り
に
広
範
な
層
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
教
会
施
設
へ
の
小
口
の
寄
付

が
行
き
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
参
事
会
に
よ
る
教
会
財
産
の
規
制
政
策
の
強
化
と
、
一
般
市
民
の
救
霊
の
希
求

へ
の
志
向
を
裏
付
け
る
証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
傾
向
と
異
な
り
ケ
ル
ン
民
の
信
仰
心
の
高
揚
は
教
義
や
倫
理
の
面
で
は
発
達
し
な
か

っ
た
。
中
世
後
期
の
経
済
成
長
は
信
心
の
高
揚
と
相
器
っ
て
教
会
へ
の
盛
ん
な
寄
進
を
促
し
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
「
聖
な
る
ケ
ル
ン
」
と
呼

ば
れ
る
程
の
豪
華
な
教
会
建
築
物
に
遡
ま
れ
る
町
並
み
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
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遺
贈
・
寄
進
の
目
的

　
そ
れ
で
は
何
故
市
昆
は
教
会
や
聖
職
者
に
盛
ん
な
寄
付
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
者
が
一
様
に
述
べ
て
い
る
の
が
「
死
後
の
自
身

の
魂
の
救
済
を
得
る
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
遺
雷
状
の
文
言
に
も
表
れ
て
い
る
。
ケ
ル
ン
市
民
ア
ル
フ
・
フ
ァ
ン
・
ブ
ル
ク
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
妻
の
一
四
六
四
年
の
遺
言
状
に
は
、
遺
言
執
行
者
と
自
分
の
妻
に
、
「
自
分
の
魂
の
た
め
に
」
三
〇
〇
〇
グ
ル
デ
ン
を
貧
者
に
分
け
与
え

る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
が
好
例
で
あ
る
。
こ
の
救
済
願
望
と
は
、
当
時
の
人
間
な
ら
誰
し
も
心
に
抱
く
永
遠
の
救
い
の
到
達
点
へ
の
希
求

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
個
人
の
努
力
の
み
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
神
へ
の
赦
免
を
執
り
成
し
て
く
れ
る
仲
介
施
設
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
教
会
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
相
次
ぐ
戦
争
、
悪
疫
な
ど
に
よ
り
中
世
末
期
の
市
民
の
魂
の
救
済
へ
の
不
安
感
は
最
高

潮
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
。
教
会
は
こ
う
し
た
市
民
の
不
安
感
を
利
用
し
て
、
寄
付
を
煽
っ
た
。
救
済
の
道
に
入
る
た
め
に
、
商
売
で
得
た
富
の

神
へ
の
返
還
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
市
当
局
が
教
会
と
の
問
題
に
お
い
て
様
々
な
や
り
方
で
介
入
を
試
み
て
も
、
市
民
に
秘
蹟
を
授
け
る
と
い

う
教
会
の
仲
介
機
能
に
つ
い
て
は
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
上
層
か
ら
下
層
ま
で
、
魂
の
救
い
は
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
下
層
雲
、
貧
民
は
「
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
も

十
分
救
い
に
値
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中
・
上
層
雲
罠
は
蓄
積
し
た
富
を
教
会
に
「
返
還
」
す
る
こ
と
で
い
っ
か
下
さ
れ
る
べ
き
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
。
ケ
ル
ン
が
大
商
工
業
都
市
で
あ
る
こ
と
は
既
に
何
度
も
強
調
し
て
き
た
が
、
ケ
ル
ン
の
上
層
市
民
た
ち
は
ま
さ
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
商
取
引
に
よ
っ
て
財
産
を
蓄
積
し
、
政
治
的
に
上
昇
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
ク
ス
ケ
は
こ
の
「
商
人
の
心
性
」
に
注
目
し
て
い
る
。
と
い

う
の
は
、
商
人
と
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
特
別
邪
悪
で
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
職
業
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
故
に
彼
ら
は
多
量
の
喜
捨

に
よ
り
罰
か
ら
逃
れ
教
会
の
赦
免
を
求
め
自
ら
の
罪
を
洗
い
流
す
必
要
が
あ
っ
た
。
一
四
七
四
年
の
遺
書
状
の
中
で
、
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ゼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ヴ
ェ
ニ
ヒ
は
自
ら
を
“
恥
ず
べ
き
商
人
”
と
称
し
て
い
る
。
｝
五
一
二
年
二
月
の
ヨ
ハ
ン
・
リ
ン
ク
に
よ
る
遺
言
状
は
さ
ら
に
凄
ま
じ
い
。
彼

は
ワ
イ
ン
商
と
し
て
多
額
の
財
産
を
蓄
積
し
た
が
、
自
分
の
職
業
を
非
常
に
恥
じ
て
い
た
。
彼
は
財
産
の
大
部
分
を
商
売
で
稼
い
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
仕
事
は
魂
の
救
い
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
故
に
「
子
供
た
ち
に
は
商
人
に
な
ら
せ
る
気
は
な
い
。
」
と
ま
で
雷
い
切
っ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
中
世
の
商
人
は
様
々
な
や
り
方
で
心
の
葛
藤
を
克
服
し
て
き
た
。
良
心
の
呵
責
か
ら
職
業
を
放
棄
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ

⑳る
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
商
人
の
倫
理
観
の
一
側
面
と
い
え
る
。

　
商
人
と
し
て
利
潤
を
追
求
す
る
姿
勢
と
彼
ら
の
信
仰
心
は
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
関
関
係
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
商
人

故
に
生
じ
る
心
の
葛
藤
を
最
も
商
人
的
な
や
り
方
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
教
会
施
設
へ
の
寄
付
で
あ
る
。
そ
の
た
め
寄
進

す
る
教
会
施
設
は
敬
慶
嘉
が
疑
い
の
な
い
所
が
選
ば
れ
た
。
一
時
托
鉢
修
道
会
に
非
常
に
寄
付
が
集
ま
っ
た
の
に
対
し
、
ベ
ギ
ン
へ
の
寄
付
が

比
較
的
少
な
か
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
慈
善
施
設
へ
の
寄
付
が
増
大
し
た
の
は
勿
論
市
罠
の
公
共
福
祉
へ
の
意
識
の
向
上

が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
寄
付
の
方
法
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
施
設
に
対
す
る
寄
付
は
、
施
設
全
体
に
多
額

な
現
金
を
対
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
収
容
者
一
人
一
人
に
小
額
ず
つ
行
き
渡
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
収
容
者
は
寄
進
者
の
魂
の
救
い
の
た
め

に
祈
る
の
で
、
人
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
救
い
を
得
る
期
待
が
高
ま
る
訳
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
商
人
の
心
性
と
信
仰
は
矛
盾
し
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
教
会
財
産
所
有
の
掬
制
を
目
指
す
統
治
機
構
と
し
て
の
市
参
事
会
の
思

惑
と
は
明
ら
か
に
反
す
る
。
一
五
世
紀
を
通
じ
頻
繁
に
出
さ
れ
た
教
会
の
不
動
産
所
有
に
対
す
る
政
策
が
進
ま
な
か
っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
規

制
を
推
し
進
め
る
べ
き
参
事
会
を
代
表
す
る
商
売
を
生
業
と
し
て
い
た
上
流
市
民
層
の
寄
進
が
減
少
し
な
か
っ
た
せ
い
で
は
な
い
か
。
個
人
と

し
て
の
救
済
願
望
と
、
お
上
組
織
の
～
員
と
し
て
の
当
局
意
識
は
彼
ら
の
心
の
中
で
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
共
存
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
策
は
な
か
な
か
上
手
く
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
六
世
紀
に
入
る
と
参
事
会
や
教
区
団
体
は
教
区
司
祭
選
任
権
や
大
学
教
授
、
施
療
院
の

℃
8
蕊
ω
o
貝
の
任
命
権
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
教
会
、
個
人
に
よ
る
も
の
か
ら
都
市
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

ま
た
都
市
教
会
の
後
ろ
盾
た
る
ケ
ル
ン
大
司
教
の
大
幅
な
影
響
力
の
減
退
も
手
伝
っ
て
、
市
当
局
と
難
燃
者
の
力
関
係
は
崩
れ
て
い
た
。
市
参

事
会
員
た
る
上
層
市
民
達
が
、
か
つ
て
は
教
会
の
支
配
下
に
あ
っ
た
喜
捨
シ
ス
テ
ム
の
管
理
、
聖
職
者
選
任
権
の
獲
得
、
ミ
サ
・
祭
壇
や
聖
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

録
の
寄
付
に
よ
る
私
有
教
会
化
な
ど
を
行
な
っ
た
の
は
、
市
政
を
管
理
す
べ
き
都
市
統
治
当
周
と
し
て
の
意
識
の
成
長
の
他
に
、
教
会
の
大
き

な
影
無
下
に
あ
っ
た
組
織
・
制
度
を
自
分
達
の
側
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
霞
ら
の
救
難
を
自
ら
が
管
理
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
現
れ
で
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あ
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

中世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

①
一
二
五
〇
年
か
ら
＝
二
五
〇
年
ま
で
の
遺
言
状
に
お
け
る
寄
付
の
額
と
内
容
は

　
ヨ
ハ
ー
ク
が
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
一
三
四
一
涯
五
〇
年
か
ら
、
遺
贈

　
の
指
定
も
金
額
も
急
に
増
加
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
｝
o
鍔
σ
q
義
．
卑
○
■
b
鍵
b
σ
馬
．

　
戴
簿
§
窒
訓
ω
」
⑩
譲
幣

②
冒
審
σ
q
義
．
四
．
○
．
b
結
じ
口
鴨
籍
》
§
。
。
§
甲
ω
」
㊤
詠
。
門
教
区
教
会
が
指
定
さ
れ
て
い

　
る
の
は
全
部
で
二
九
で
あ
る
。
律
修
修
道
会
は
七
と
少
な
い
。
突
倒
し
て
い
る
の

　
は
托
鉢
修
道
会
に
対
す
る
も
の
で
全
現
金
の
四
分
の
一
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ま

　
た
慈
善
施
設
に
対
す
る
寄
付
も
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。

③
ケ
ル
ン
に
お
け
る
遺
言
制
度
が
本
格
的
に
成
立
し
た
の
は
一
四
世
紀
初
頭
と
い

　
わ
れ
て
い
る
。
甑
族
に
よ
る
相
続
期
待
権
が
消
滅
し
、
財
産
の
所
有
者
は
生
前
処

　
分
も
死
因
処
分
も
期
待
権
者
の
同
意
な
し
に
自
嵐
に
行
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

　
が
こ
の
頃
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
次
第
に
今
ま
で
第
～
位
を
占
め
て
い
た

　
聖
職
者
に
代
わ
っ
て
都
市
貴
族
に
よ
る
も
の
が
凌
駕
し
て
い
っ
た
。
ケ
ル
ン
に
お

　
け
る
遺
言
制
疫
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
○
．
〉
住
2
9
b
蕊
頴
既
§
§
縣
§
鳶
藩
、

　
寒
ミ
§
ミ
§
達
§
ミ
ミ
洋
区
9
5
曽
一
〇
ω
b
∂
と
、
観
取
、
前
掲
『
西
洋
中
世
都
市

　
と
都
市
法
輪
所
収
、
「
中
世
都
霧
ケ
ル
ン
の
遺
言
制
度
」
二
五
三
－
二
七
九
頁
参

　
照
。

④
こ
れ
に
よ
り
、
教
区
教
会
と
埋
葬
権
の
取
合
い
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
こ
る
。

　
一
〇
訂
σ
Q
b
6
■
O
・
b
苛
窃
躊
凡
簿
§
黙
、
～
・
ω
」
霧
．

⑤
田
端
こ
ω
．
6
餅

⑥
こ
の
期
間
の
遺
書
状
は
ク
ス
ケ
が
編
纂
し
た
も
の
を
利
用
す
る
。
し
か
し
彼
は

　
遺
蕩
状
金
て
を
網
神
的
に
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
記
述
方
法
も
原
語
と
現
代

　
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
要
約
と
が
混
在
し
て
い
る
の
で
、
ヨ
ハ
ー
ク
の
も
の
と
と
の
質

　
的
・
蚤
的
比
較
は
無
意
味
な
の
で
行
な
わ
な
い
。
b
U
■
魏
切
論
ρ
◎
ミ
N
奪
炉
・
捜
ミ
O
㍗

　
鴇
ミ
息
鷺
騨
§
、
謡
ミ
冬
嵩
誉
甜
ミ
、
ミ
謬
簿
簿
議
斡
ミ
ミ
§
貯
買
占
芦
じ
り
蒔
ω
．
し
u
8
P

　
一
Φ
悼
c
Q
．

⑦
穿
ω
霧
雪
．
斜
○
．
貯
巳
Φ
『
¢
p
瓢
く
Φ
酔
Φ
騨
帥
じ
σ
鮮
ρ
㍗
．
δ
刈
り
ψ
謡
。
。
｛
■

⑧
国
疑
セ
困
」
b
。
N
ω
．
さ
。
①
鏡

⑨
担
げ
縣
‘
率
』
ω
ρ
G
。
■
ω
舘
｛
9
こ
れ
は
一
四
　
天
年
の
も
の
で
あ
る
G

⑩
霧
中
‘
写
』
8
冒
ψ
ω
O
メ
率
9
誠
㎝
甲
ω
．
G
。
諏
剛
・

⑪
霧
仙
ご
写
．
b
。
O
到
ψ
ω
8
．

⑫
国
窪
‘
簿
・
臨
る
』
卜
⊃
転
写
「
①
押
ω
』
認
｛
一
望
・
『
合
ω
』
お
｛
．

⑬
孚
傷
¢
写
■
O
N
ψ
卜
。
9

⑭
撃
餌
ご
宰
」
卜
⊃
♪
ψ
b
。
①
メ

⑮
国
鋒
ご
穿
」
鐸
冒
ω
』
。
。
メ

⑱
国
窪
；
写
．
①
ρ
ω
』
G
。
し
。
咀

⑰
国
σ
q
こ
写
．
質
μ
ω
』
①
幹

⑱
国
げ
“
‘
ω
」
O
。
。
・

⑲
ま
た
富
裕
な
市
民
の
中
に
は
特
定
の
大
教
会
に
繋
が
り
を
持
つ
者
も
少
な
く
な

　
か
っ
た
。
家
族
の
者
が
世
俗
を
捨
て
て
教
会
に
入
る
時
、
優
先
し
て
そ
の
関
係
の

　
あ
る
教
会
施
設
に
入
る
こ
と
が
鵬
来
た
よ
う
で
あ
る
。
～
六
世
紀
の
市
参
事
会
員
、

　
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ワ
イ
ン
ス
ベ
ル
ク
の
家
は
、
聖
マ
リ
ア
・
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
女

　
子
修
道
院
と
関
係
が
深
か
っ
た
ら
し
く
、
自
分
の
庶
子
を
含
め
て
締
人
か
こ
の
修

　
道
院
に
入
っ
て
い
る
。
一
種
の
小
私
有
教
会
化
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑳
【
つ
特
筆
す
べ
き
は
兄
弟
団
へ
の
寄
付
で
あ
る
。
こ
れ
は
以
前
の
時
代
に
は
決

　
し
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
行
為
で
あ
る
。
ツ
ン
フ
ト
組
織
と
直
接
関
係
の
な
い
市
民

　
兄
弟
団
の
興
隆
は
民
衆
信
仰
の
高
揚
の
一
形
態
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
囚
環
ω
犀
ρ
帥
6
．
○
．
国
g
。
八
戸
①
『
¢
p
縣
く
Φ
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①
訂
も
。
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9
ら
。
’
犠
「
．
ω
メ
ω
．
卜
o
b
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♪
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♪
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ω
』
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届
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あ
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卜
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。
ρ
累
困
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一
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♪
ω
』
㊤
一
・

⑳
国
び
畠
．
牢
9
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G
。
負
ω
』
8
｛
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⑫
　
B
・
メ
ラ
ー
、
森
田
安
一
他
訳
凹
帝
国
都
市
と
宗
教
改
革
隔
教
文
館
　
｝
九
九

　
〇
年
、
一
五
七
頁
。

⑬
　
同
上
、
一
五
九
頁
。

⑳
容
ω
資
効
』
．
ρ
ミ
、
導
貯
ミ
翫
寄
幕
簿
出
切
島
．
ω
▼
ω
．
6
圃
｛
．

⑳
昏
降
①
b
区
セ
【
昏
⊃
卜
。
♪
ω
■
舘
刈
h

⑱
国
匿
．
』
H
」
り
。
。
w
ω
■
ω
O
駿
．

⑳
　
F
・
イ
ル
ジ
ー
グ
ラ
ー
「
中
世
に
お
け
る
商
人
の
心
性
」
、
C
・
メ
ク
ゼ
ー

　
パ
ー
、
E
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ト
共
編
、
瀬
原
義
盈
監
訳
、
赤
坂
俊
一
・
佐
藤
専
次
共

　
訳
凹
ド
イ
ツ
中
世
の
日
常
生
活
』
刀
水
轡
房
　
～
九
九
五
年
所
収
、
七
八
頁
以
下

　
参
照
。

⑱
　
同
上
、
七
七
頁
以
下
参
照
。

⑳
　
教
区
主
任
司
祭
の
選
任
権
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
四
世
紀
に
は
一
七
の
う
ち
中

　
心
地
域
に
あ
る
七
の
教
区
が
俗
人
に
よ
る
教
区
共
同
体
が
権
利
を
持
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
以
外
は
そ
の
地
区
に
あ
る
律
修
修
道
会
が
権
利
を
持
つ
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
冒
冨
α
q
“
P
P
P
ψ
c
。
Q
。
斥
一
五
世
紀
半
ば
ま
で
に
、
す
べ
て
の
教
区
に
お
い
て

　
俗
人
団
体
が
選
任
権
を
持
つ
に
至
る
。
幻
・
≦
．
ω
。
ユ
げ
p
①
朗
蓄
§
嵩
臨
ミ
鴨
謹

　
沁
さ
謹
ミ
§
§
9
曹
免
㌘
2
切
¢
一
｝
』
｛
浮
①
げ
ω
ρ
。
｛
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。
・
ρ
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Φ
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Φ
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お
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り
♂
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昏
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．
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第
四
章
規
制
の
完
成
へ

　
㎜
五
二
五
年
の
市
参
事
会
と
聖
職
者
と
の
協
約

　
一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
期
の
ケ
ル
ン
は
市
民
暴
動
に
明
け
暮
れ
た
数
十
年
で
あ
っ
た
。
直
接
の
引
き
金
は
一
四
七
四
年
か
ら
七
五
年

ま
で
の
ノ
イ
ス
の
戦
闘
後
の
混
乱
で
あ
る
。
都
市
の
自
由
を
守
る
た
め
に
は
輝
か
し
い
勝
利
で
あ
っ
た
が
、
結
局
都
市
内
に
は
深
刻
な
財
政
難

を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
参
事
会
が
取
っ
た
消
費
税
値
上
げ
を
基
幹
と
す
る
財
政
政
策
は
、
ケ
ル
ン
市
民

に
多
大
な
負
荷
を
強
い
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
端
緒
に
な
り
、
ま
た
参
事
会
委
員
選
出
の
際
の
不
平
等
が
市
民
の
不
興
を
買
っ
た
こ
と
が
直

接
の
引
き
金
に
な
っ
て
、
一
五
一
三
年
新
た
な
騒
擾
が
勃
発
し
た
。
こ
の
結
果
、
参
事
会
の
悪
弊
を
正
す
条
項
を
盛
り
込
ん
だ
く
Φ
皆
轟
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

訂
繊
の
改
訂
版
、
↓
鋸
氏
三
訂
一
臥
の
発
布
を
み
て
混
乱
は
終
決
し
た
。
増
税
の
影
響
に
よ
り
、
一
六
世
紀
に
入
る
と
市
民
の
反
聖
職
者
感
情

は
強
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
教
会
施
設
が
消
費
税
値
上
げ
の
影
響
を
直
接
受
け
ず
、
教
会
施
設
の
倉
に
は
ワ
イ
ン
が
備
蓄
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
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こ
が
市
民
の
標
的
と
さ
れ
た
の
だ
。
教
会
乱
入
事
件
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
市
当
局
は
こ
う
し
た
市
民
の
反
感
を
利
嗣
し
ょ
う
と
し
た
。

教
会
の
財
産
所
有
増
加
に
長
年
手
を
焼
き
、
盛
ん
に
規
制
政
策
を
実
施
し
て
き
た
参
事
会
に
と
っ
て
、
市
民
の
教
会
に
対
す
る
反
感
は
好
都
合

で
も
あ
っ
た
の
だ
。
ま
た
関
税
の
免
税
特
権
は
ワ
イ
ン
業
に
関
わ
っ
て
き
た
上
層
商
人
層
に
と
っ
て
は
長
い
間
の
頭
痛
の
種
で
も
あ
っ
た
。
一

五
一
九
年
、
参
事
会
は
教
会
に
　
一
項
目
の
要
求
を
突
き
付
け
、
改
善
を
求
め
た
。
こ
の
条
項
に
は
、
教
会
裁
判
所
の
権
限
縮
小
な
ど
に
加
え
、

教
会
が
営
む
ワ
イ
ン
酒
場
の
様
々
な
悪
弊
の
除
去
、
教
会
所
領
内
の
製
粉
所
と
織
機
の
廃
棄
、
製
粉
税
免
除
特
権
の
濫
用
の
是
正
、
教
会
財
産

を
市
の
公
的
登
記
簿
、
シ
ュ
ラ
イ
ン
帳
簿
に
登
録
さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
大
体
が
市
民
が
強
く
望
ん
だ
営
利
活

動
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
条
項
が
多
い
が
、
教
会
裁
判
所
の
権
限
縮
小
や
財
産
登
記
な
ど
は
ま
さ
に
市
当
局
の
利
害
関
心
か
ら
冷
せ
ら
れ
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
要
求
を
教
会
側
は
拒
絶
す
る
が
、
こ
の
結
果
、
彼
ら
は
以
前
に
も
増
し
て
重
大
な
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
五
二
〇
年
の
国
○
ミ
践
答
の
日
、
武
装
し
た
市
民
は
人
文
主
義
者
で
塗
ゲ
オ
ル
ク
律
修
修
道
会
の
主
席
司
祭
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
ポ
ト
キ

ン
の
家
に
侵
入
し
、
ワ
イ
ン
倉
や
食
物
貯
蔵
庫
な
ど
を
荒
ら
し
回
っ
た
。
実
は
こ
の
暴
動
に
参
事
会
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
ル
ー
ツ
・
コ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ス
ヴ
ァ
ー
レ
ム
は
指
摘
し
て
い
る
。
ポ
ト
キ
ン
は
福
音
主
義
に
共
感
を
示
し
て
お
り
、
参
事
会
が
酔
っ
払
っ
た
暴
徒
た
ち
を
彼
の
家
に
差
し
向

け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
真
偽
の
程
は
定
か
で
は
な
い
が
、
参
事
会
が
暴
動
鎮
圧
に
乗
り
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
聖
職
者
の
中
で
何
故
ポ

ト
キ
ン
が
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
考
慮
す
れ
ば
こ
の
見
解
も
否
定
出
来
な
い
。
こ
の
事
件
を
端
緒
と
し
て
聖
職
者
の
参
事
会
に
対
す
る

疑
念
は
強
く
な
り
、
聖
職
者
へ
の
市
民
の
暴
動
は
次
第
に
激
化
し
て
ゆ
く
。
一
五
二
二
年
に
は
二
〇
名
以
上
の
市
民
が
武
装
し
、
騒
が
し
い
音

楽
を
奏
で
な
が
ら
聖
ア
ポ
ス
テ
ル
ン
五
三
修
道
会
の
所
領
内
に
侵
入
し
、
ワ
イ
ン
製
造
所
に
乱
入
、
ワ
イ
ン
を
割
り
、
さ
ら
に
手
動
製
粉
機
も

　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
他
に
も
聖
ゲ
レ
オ
ン
、
聖
ク
ニ
ベ
ル
ト
律
修
修
道
会
や
高
位
聖
職
者
に
対
し
て
の
暴
力
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ル

ン
内
の
全
聖
職
者
た
ち
は
今
や
恐
怖
に
怯
え
て
い
た
。
彼
ら
は
参
事
会
に
身
体
の
保
護
を
求
め
た
が
参
事
会
側
は
こ
ち
ら
の
要
求
と
引
き
替
え

で
あ
る
と
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
一
五
二
五
年
、
聖
職
者
へ
の
反
感
は
頂
点
に
達
す
る
。
一
六
世
紀
の
ケ
ル
ン
の
参
事
会
員
、
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ワ
イ
ン
ス
ペ
ル
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⑥

ク
は
こ
の
時
の
状
況
を
報
詳
し
て
い
る
。
彼
は
父
親
と
ド
ル
マ
ー
ゲ
ン
か
ら
ケ
ル
ン
に
帰
る
途
中
、
船
に
乗
る
と
こ
ろ
で
「
ケ
ル
ン
で
は
全
聖

職
者
が
打
ち
殺
さ
れ
た
。
」
と
い
う
噂
を
聞
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
何
人
か
は
信
じ
な
か
っ
た
が
、
本
気
で
恐
が
っ
て
い
た
者
も
何
人
か
い
た

と
彼
は
報
告
し
て
い
る
。
ケ
ル
ン
内
の
聖
職
者
は
大
司
教
ヘ
ル
マ
ン
に
窮
状
を
訴
え
た
が
、
し
か
し
既
に
ケ
ル
ン
市
へ
の
影
響
力
を
失
っ
て
い

た
大
司
教
は
、
聖
職
者
側
に
譲
歩
を
促
し
た
。
そ
し
て
遂
に
聖
職
者
側
が
折
れ
、
市
参
事
会
と
協
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
一
五
二
五

年
五
月
二
〇
日
、
聖
職
者
側
の
代
表
ケ
ル
ン
大
司
教
ヘ
ル
マ
ン
と
ケ
ル
ン
市
の
協
約
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
協
約
と
は
名
ば
か
り
の
市
側
の
要
求

が
全
面
的
に
貫
徹
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
市
側
の
完
全
勝
利
と
も
い
え
る
も
の
で
、
～
四
、
｝
五
世
紀
で
は
聖
職
者
有
利
に
諸
契
約
が

結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
、
市
当
局
と
教
会
の
立
場
が
逆
転
し
、
参
事
会
の
教
会
支
配
が
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
。
協
約
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
聖
職
者
た
ち
は
市
民
を
キ
リ
ス
ト
教
の
秩
序
と
隣
人
愛
の
も
と
に
置
く
と
し
、
聖
職
者
た

ち
は
「
今
後
六
年
間
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
パ
ン
に
対
し
、
さ
ら
に
昔
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
ワ
イ
ン
の
小
売
り
（
ワ
イ
ン
の
買
い
入
れ
も
）
に
対

し
、
市
民
と
同
じ
よ
う
に
税
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
し
た
。
」
と
し
、
そ
の
代
わ
り
に
「
尊
敬
す
べ
き
参
事
会
と
全
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
我
々
の
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

市
ケ
ル
ン
内
の
高
貴
な
る
壁
職
者
た
ち
を
全
て
の
暴
力
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
誓
約
し
」
た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
六
年
間
と
い
う
期
限
付
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
協
約
は
ず
っ
と
効
力
を
持
ち
続
け
た
。
こ
の
協
約
の
実
行
性
は
絶
大
で
こ
れ
を
機
に
聖
職
者
の
営
む
営
利
活

動
の
割
合
は
徐
々
に
減
少
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
協
約
は
一
四
世
紀
か
ら
続
い
て
き
た
参
事
会
の
教
会
政
策
の
集
大
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
え
る
。
そ
の
後
少
し
前
に
行
な
わ
れ
た
財
産
税
の
導
入
と
相
侯
っ
て
教
会
の
財
産
所
有
は
一
定
の
歯
止
め
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
こ
の
協
約
は
新
た
に
別
の
方
向
に
思
わ
ぬ
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
五
二
五
年
と
い
う
年
は
、
ド
イ
ツ
の
各
地
域
で
福
音
主
義
に
導
か
れ
た
農
民
戦
争
が
勃
発
し
て
い
る
。
周
辺
農
村
と
連
帯
し
よ
う
と
す
る

都
市
も
多
く
み
ら
れ
、
ケ
ル
ン
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ケ
ル
ン
市
参
事
会
は
ラ
イ
ン
ガ
ウ
で
の
農
民
蜂
起
に
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
に
便
乗

し
た
一
人
の
冷
遇
さ
れ
て
い
た
市
参
事
会
員
を
中
心
に
各
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
お
い
て
参
事
会
に
対
す
る
反
乱
が
起
こ
っ
た
。
参
事
会
は
反
乱
者
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

取
り
ま
と
め
た
一
八
四
項
に
も
の
ぼ
る
諸
要
求
を
一
旦
受
け
入
れ
た
が
、
す
ぐ
に
反
撃
に
転
じ
反
乱
は
一
ヵ
月
あ
ま
り
で
徹
底
的
に
鎮
圧
さ
れ
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る
に
至
っ
た
。
で
は
何
故
こ
の
反
乱
は
も
っ
と
幅
広
い
変
革
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
首
謀
者
が
参
事
会
員
で
あ
り
、

ガ
ッ
フ
ェ
ル
を
土
台
に
し
て
他
の
一
般
民
衆
の
支
持
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
第
二
に
首
謀
者
自
身
が
福
音
主
義
を
正
確
に
理
解
し
て

お
ら
ず
、
教
区
共
同
体
に
も
福
音
主
義
が
全
く
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
三
は
申
世
以
来
の
市
民
の
反
聖
職
者

感
情
が
、
あ
ま
り
に
も
彼
ら
の
営
利
活
動
、
財
産
所
有
に
集
中
し
過
ぎ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
反
乱
者
た
ち
の
要
求
も
三
分
の
二
以
上
が
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
財
産
所
有
を
規
制
す
る
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
彼
ら
の
倫
理
性
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
｝
五
世
紀
末
か
ら

市
罠
の
聖
職
者
に
対
し
て
頻
発
し
た
暴
力
事
件
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
主
原
因
と
な
り
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
問
題
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
五
二
五
年
五
月
の
協
約
は
、
聖
職
者
が
市
民
と
同
等
の
負
荷
を
負
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
｝
応
の
解
決
を
み
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

市
民
と
聖
職
者
と
の
争
い
の
重
要
な
火
種
を
、
参
事
会
が
こ
の
時
点
で
除
去
し
て
い
た
の
だ
。
市
罠
の
長
年
の
不
満
は
こ
の
協
約
に
よ
り
あ
る

程
度
解
消
さ
れ
、
反
聖
職
者
感
情
は
か
な
り
収
ま
っ
て
い
た
。
一
五
　
一
五
年
の
反
乱
が
、
確
固
と
し
た
理
念
・
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
薪
し
い
思
想
が
根
を
下
ろ
す
広
範
な
社
会
的
土
台
を
ケ
ル
ン
市
民
の
中
に
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
協
約
が
ケ
ル
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

宗
教
改
革
運
動
の
そ
の
後
の
展
開
に
影
響
を
与
え
る
一
因
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う

①
↓
臆
雪
｛
喜
び
滞
｛
、
改
定
文
書
の
原
文
は
、
∪
融
9
ミ
藩
§
懸
、
譜
N
蒔
§
、
曽

　
恥
ミ
ミ
馬
s
ミ
N
《
騨
N
◎
§
専
態
へ
、
N
譜
糞
。
ご
P
冠
．
囚
α
ぎ
H
H
押
ω
．
○
○
×
×
×
H
掌
所

　
収
。

②
聖
霊
降
臨
日
の
後
の
日
曜
日
。
こ
の
日
は
ケ
ル
ン
で
は
市
民
が
武
装
し
て
集
ま

　
り
行
列
を
行
な
う
、
と
い
う
伝
統
が
あ
っ
た
。
ど
o
o
N
・
0
9
ω
≦
碧
①
冒
Ψ
P
p
．
○
．

　
鉢
ミ
鳶
貯
試
魯
ω
9
0
。
ピ

③
ポ
ト
キ
ン
は
少
し
前
か
ら
大
学
聖
職
録
と
聖
ゲ
オ
ル
ク
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
権

　
の
占
有
に
つ
い
て
、
参
事
会
と
争
っ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
ル
タ
ー
の
信
望
者
た

　
ち
と
友
好
的
な
関
係
に
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
信
心
を
疑
わ
れ
て
い

　
た
。
ピ
o
o
甲
O
o
湯
≦
費
。
鐸
P
餌
．
O
．
出
ミ
ぎ
跨
ミ
壁
ω
・
①
c
。
．

④
暴
徒
の
群
れ
は
そ
の
後
聖
ゲ
オ
ル
ク
の
律
修
修
道
会
会
員
の
家
に
ド
ア
を
蹴
破

　
っ
て
侵
入
、
食
事
を
鵬
さ
せ
た
。
こ
の
後
も
次
々
と
高
位
聖
職
者
た
ち
の
家
に
暴

　
力
的
に
侵
入
し
、
さ
ん
ざ
ん
飲
み
食
い
を
し
荒
ら
し
圓
つ
た
。
○
Φ
o
葺
⑩
さ
騨
9
9

　
0
’
齪
、
簿
こ
ミ
賊
肉
貯
こ
窮
ω
9
お
．

⑤
国
区
．
ω
．
お
．

⑥
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ワ
イ
ン
ス
ベ
ル
ク
は
　
五
一
八
年
、
上
流
階
級
に
生
ま

　
れ
、
二
五
歳
で
市
参
購
会
員
に
登
用
さ
れ
、
年
代
記
作
家
と
し
て
も
名
高
い
。
年

　
代
記
に
は
彼
の
家
族
史
の
み
な
ら
ず
、
下
愚
会
員
と
し
て
の
公
私
に
わ
た
る
綿
密

　
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
時
は
ま
だ
七
歳
で
あ
り
、
所

　
用
で
出
掛
け
た
父
親
に
同
伴
し
て
い
る
所
で
あ
っ
た
。
い
国
器
鑑
ロ
（
即
σ
q
■
y
寒
防
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b
u
§
訪
§
』
誠
踏
お
囚
。
劉
6
8
．

⑦
ピ
。
。
N
■
O
。
M
ω
蓄
3
β
四
．
斜
O
．
≧
葬
駐
巴
p
ω
9
＝
ω
h
’

⑧
田
ω
。
・
ぎ
り
p
』
．
○
．
し
u
ミ
工
率
離
防
富
舜
Q
Q
』
①
．
聖
職
者
の
抗
議
に
も
関
わ
ら
ず
、

　
こ
の
期
限
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
。

⑨
こ
の
財
産
税
は
全
て
の
市
民
を
対
象
と
し
て
一
律
百
分
の
一
の
税
率
で
賦
課
さ

　
れ
た
。
急
募
を
も
含
ん
だ
の
で
、
寓
裕
商
入
た
ち
に
も
対
象
が
拡
大
さ
れ
た
。
田

　
北
廣
道
、
前
掲
「
中
世
後
期
の
ケ
ル
ン
財
政
構
造
と
ツ
ン
フ
ト
闘
争
」
三
七
頁
。

⑩
｝
八
四
条
項
の
原
文
は
い
。
。
N
・
O
。
引
導
お
貝
勲
P
O
．
臨
ミ
譜
ぎ
、
爵
ω
．

　
H
一
⑩
塗
所
収
。
参
纂
会
は
こ
の
要
求
を
ガ
ッ
フ
ェ
ル
が
武
装
を
解
き
仕
事
に
戻
る

　
と
い
う
条
件
で
二
八
の
条
項
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
国
σ
9
ω
9
ぼ
㎝
斥
所
収
。

⑧
　
七
六
が
経
済
分
野
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
非
常
に
急
進
的
な
要
求
も
含
ま

　
れ
て
い
る
。
秘
蹟
を
無
料
に
す
る
こ
と
、
埋
葬
の
際
に
必
要
な
蝋
燭
を
安
く
す
る

　
こ
と
（
蕊
七
項
）
、
結
婚
式
に
新
婦
側
に
特
別
な
料
金
を
要
求
し
な
い
こ
と
（
四

　
〇
項
）
な
ど
。
ま
た
聖
職
者
は
市
民
と
同
じ
よ
う
に
負
荷
を
支
払
う
こ
と
を
改
め

　
て
求
め
て
い
る
（
二
五
、
一
六
五
、
エ
八
七
、
～
七
一
項
）
。
そ
の
理
曲
と
し
て

　
「
聖
職
者
は
市
民
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
ワ
イ
ン
業
な
ど

　
で
「
市
民
の
利
益
に
損
害
を
与
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑫
聖
職
者
は
特
権
の
損
失
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
に
参
事
会
に
訴
え
る
が
拒
絶
さ
れ

　
た
。
聖
職
者
は
一
五
二
五
年
の
コ
月
に
参
議
会
に
集
結
し
、
自
分
た
ち
の
要
求

　
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
の
報
告
史
料
が
ピ
o
o
N
■
0
9
ω
≦
碧
Φ
β
鉾
帥
．
○
．

　
餌
ミ
ぎ
溶
、
ド
ω
．
一
〇
ω
塗
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑬
協
約
が
結
ば
れ
た
の
が
五
月
三
〇
日
、
暴
動
が
始
ま
っ
た
の
が
六
月
八
日
、
一

　
八
四
条
が
ま
と
め
ら
れ
参
事
会
に
提
出
さ
れ
た
の
が
六
月
二
～
日
、
参
菓
会
が
弾

　
圧
に
転
じ
た
の
が
六
月
二
七
日
、
首
謀
者
達
が
処
刑
さ
れ
た
の
が
七
月
二
八
日
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
ケ
ル
ン
市
に
お
け
る
世
俗
権
力
に
よ
る
教
会
支
配
の
過
程
に
関
し
論
考
を
進
め
て
き
た
。
世
俗
当
局
の
発
展
、
信
仰
心
の
高
揚
は
相
反

す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
融
合
し
て
教
会
政
策
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
、
政
策
の
内
容
を
考
察
し
、
分
析
す
る
こ
と
で
解
明
さ
れ
た
と
思

う
。
最
後
に
本
稿
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
を
簡
略
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
第
一
に
ケ
ル
ン
で
は
市
民
と
聖
職
者
の
間
で
何
ら
か
の
争
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
明

ら
か
に
存
在
し
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
司
教
を
都
市
君
主
と
し
て
戴
く
他
都
市
と
同
様
に
司
教
に
よ
る
内
政
介
入
排
除
の
た
め
の
戦
い
で
あ

っ
た
り
、
教
会
裁
判
権
か
ら
の
独
立
で
あ
っ
た
り
、
教
会
の
財
産
所
有
へ
の
規
制
で
あ
っ
た
り
と
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。
し
か
し
個
々
の
問

題
の
比
重
に
は
か
な
り
の
差
が
存
在
し
た
。
第
二
は
ケ
ル
ン
独
特
の
特
徴
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
体
を
通
し

強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
教
会
の
世
俗
の
営
利
活
動
へ
の
強
い
関
与
で
あ
る
。
ケ
ル
ン
が
大
商
工
業
都
市
に
し
て
輸
出
都
市
で
あ
り
、
そ
の
主



中世後期ケルンにおける都市と教会（森谷）

要
産
業
が
ワ
イ
ン
、
織
物
業
な
ど
聖
職
者
が
営
む
の
に
有
利
な
産
業
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
聖
職
者
免
税
特
権
と
い
う
財
政
上
の
優
遇

措
置
を
存
分
に
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
市
民
に
と
っ
て
重
要
な
弊
害
に
な
り
過
ぎ
た
時
、
聖
職
者
倫
理
に

対
す
る
批
判
な
ど
他
の
問
題
は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
中
世
末
期
の
民
衆
信
仰
の
高
揚
は
教
会
使
節
へ
の
寄
付
増
加
を
招
き
、
教
会
財
産
の

蓄
積
に
ま
す
ま
す
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
五
二
五
年
の
協
約
は
今
ま
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
諸
矛
盾
を
ま
さ
に
ケ
ル
ン
と
い
う
都
市

の
事
情
の
下
に
解
決
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
最
後
は
一
般
市
民
の
反
応
で
あ
る
。
一
五
世
紀
後
半
ま
で
一
般
市
民
は
、
市
参
事
会
と

聖
職
者
の
関
係
の
外
に
い
た
。
し
か
し
彼
ら
が
商
工
業
で
実
績
を
上
げ
、
次
第
に
自
分
た
ち
が
市
政
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
異
を
唱
え

始
め
た
時
に
こ
の
関
係
は
変
化
を
み
せ
る
。
消
費
税
を
中
心
と
し
た
増
税
は
彼
ら
に
多
大
な
負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
教
会
施
設
は

そ
の
影
響
を
直
接
は
受
け
ず
営
業
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
た
。
薪
た
な
市
参
事
会
は
民
衆
の
不
満
を
鎮
め
る
た
め
、
あ
る
い
は
当
局
と
し
て
公

共
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
さ
ら
に
参
事
会
の
成
員
が
よ
り
広
範
な
階
層
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
聖
職
者
の
営
業
に
規
制

を
加
え
始
め
た
。
そ
し
て
一
六
世
紀
に
入
り
聖
職
者
へ
の
反
感
は
暴
力
事
件
の
続
発
と
い
う
形
で
吹
き
出
し
た
が
、
こ
の
不
満
解
消
に
非
常
に

効
果
的
だ
っ
た
の
が
一
五
二
五
年
の
参
事
会
と
教
会
の
協
約
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
す
ぐ
後
に
起
こ
っ
た
農
民
戦
争
に
影
響
を
受

け
た
と
さ
れ
る
大
き
な
反
響
を
呼
ば
ず
挫
折
す
る
。

　
こ
こ
で
参
事
会
に
よ
る
教
会
支
配
は
中
世
以
来
の
一
番
大
き
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
完
成
型
を
み
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
勿

論
問
題
す
べ
て
を
解
決
し
た
訳
で
は
な
く
、
市
民
倫
理
、
墨
型
な
ど
の
点
は
新
た
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
都

市
ケ
ル
ン
に
お
け
る
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
市
当
局
に
よ
る
教
会
政
策
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
職
者
、

市
参
事
会
、
一
般
市
民
の
多
角
的
な
関
係
の
変
化
の
一
端
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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’　The　Morphology　and　Structure　of　the　Yainaguchi　Provincial　Constable’s

　　　　　　　　　　　　Residence　and　lts　Envirens　in　Medieval　Japan

by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YAMAMURA　Aki

　　In　comparison　with　castle　towns　of　the　Sengoku　pe薮od，　the㎞aturity　of　the

towns　surrounding　prov短cial　constab璽e’s　residences　is　often　emphasized．　Few

case　studies　αl　the　trans壼t量ons　of　these　towns　are　carried　out　because　of　the

shortage　of　historical　Inatehals，　making　it　dif丘cult　to　compare　them　with　later

castle　towlls．　This　paper　wi藍エ）show　the　distribution　of　vahous血nctions　and

facilities　hl　a　representative　town，2）investigate　the　development　process　of

vahous　residential　areas，　and　3）examine　how　the　spatial　structure　of　Ya！naguchi

transformed　in　medieval　times．　It　turns　out　that　the　trans負）㎜ation　process　of

Yamaguchi　had　a　close　connection　with　the　deve豆opment　of　the　urban　area　and　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
morpho璽ogy　oi　allotments．　The　control　of　the　Ouchi　at　Yamaguchi　does　not　seem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ
to　have　been　conprehensive，　and　the　Ouchis　othcially　confirmed　the　established

town　space　including　warriors　residences，　It　is　possible　to　regard　these　facts　as

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ
evidences　of鎧mits　on　Ouchi　power．　But　those　facts　also　suggest　the　pre一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ
eXistence　of　a　developed　urban　area，　and　Ouchis’reco藺㎜ation　and　app垣cation　of

the　latter　estabKshed　town　area．

Stadt　und　Kirche　im　spatmittelalterlichen　K61n

von

MORIyA　rvfiyuki

　　Wie　hat　die　Stadt　一　B“rgerschaft　mit　den　Kirche　一　Klerus　vor　der　Reformation　in

der　stadt　K6hl　ause血andergesetztP　Der　Stadtrat　allmtihlich　hat　sich　zu　der　Obdg－

keit　eRtwickelt　im　sptitrnittelalter，　der　die　Klerus　unter　seiner　Herrschaft　zu

stehen　versucht　hat．

（488）



　　Die　geistliche　lnstitute　in　K61n　hat　benutzt　die　Priviligien　von　der　Accese　一

freiheit．　Sie　hat　energisch　beteiligt　an　den　wirtschaftliehe　Activitaten，　z．　B．

Weinverkauf，　das　Kornverkauf　und　die　GrundgeschAfte，　usw．　Der　Rat　hat

beschrtinkt　solche　Tatigkeit，　weil　der　Erzbischof　K61n　der　Geistlichkeit　in　Stadt

gedeckt’ ?ａｔ，　hat　die　Regelung　nicht　fortgeschritten．　Einer　des　Grund　ist，　die

Burger　aktiv　fur　eigene　Seelsorge　gestift　den　viele　geistliche　lnstitute．

　　lm　Anfang　der　16　Jahrhundert　wurde　der　Stadtrat　Regierungorganisation．　Der

Vertrag　in　1525　schlieBiich　hat　zwischen　Rat　und　1〈lerus　abgeschlieBt　werden．　Es

gelang　dem　Rat，　die　Accesefreiheit　von　Geistlichkeit　aufzuheben．　Weil　dieser

Vertrag　etwas　das　Gegenge鯛ge面lde宜hat，　hat　die　U㎜hen　nach

vertragschlieBung　ftir　Kirchenreform　misslungen，　die　unter　den　Bauernkrieg

E翻玉uB　hat．

The　Manchurian　lncident　and　Japanese－British　relations．

by

MIYATA　Masaaki

　　This　study　traces　the　foreign　policies　of　Japan，　Britain　and　the　League　of

Nations　conceming　the　Manchurian　lncident，　relates　them　to　their　respective

China　policies，　and　reconsiders　the　process　of　the　Japanese　withdrawal　from　the

League　of　Nations　from　September　1931　to　February　1933．　Japan　and　the

League　of　Nations　were　opposed　to　each　other　mainly　over　the　recognition　of

Manchukuo，　wh且e　Japan　and　Britain，　in　consideration　of　the　co血sed　and

complicated　situation　in　China，　were　rather　sceptic　about　the　discussed　League　of

Nations’　intervention　in　Chinese　affairs．　ln　October　1932，　the　Lytton　Comfnission

oficially　denied　sovereignty　to　Manchukuo，　and　suggested　at　the　same　time　a　plan

for　an　autonomous　govemment　in　Manchuria　under　the　aegis　of　several　states，

which　was　supposed　to　lead　to　a　reorganization　of　Manchukuo　to　satisfy　the

conflicting　interests．　The　commission　came　also　up　with　a　plan　for　granting

intemational　support　to　the　Kuomintang　govemment，　a　plan　which　involved

Japanese　cooperation．

　　ln　February　1933　negotiations　between　Japan　and　the　League　of　Nations　broke

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（487）




